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表紙の絵について

　この絵は、東二番丁にあった東北学院中学校・高等学校の昭和
30 年代ころの様子を、当時の美術教師であった小山喜三郎画伯
（元宮城県芸術協会理事長）に直接お願いして制作していただいた
ものです。
　描かれている校舎は、1919年３月の仙台大火で全焼した東北学
院東二番丁普通科校舎にかわり、第２代シュネーダ院長が心血を
そそいで 1922 年に建築した赤レンガの校舎です。 この正面入口
の真上に建学の精神をあらわす「LIFE LIGHT LOVE」が刻まれてい
ました。 太平洋戦争末期の 1945 年７月10日の仙台大空襲で内
部が全焼しましたが、外壁が残ったのを修復して長期間使用されま
した。 私もここで６年間学びました。 絵の中央にみえる大きな木は
「さいかちの木」です。 グラウンドの中央にあってサッカーなどの邪
魔になりましたが、生徒たちに愛されていました。 1959 年秋の伊
勢湾台風によってこの老木は倒壊してしまいました。 この絵の持つ
東二番丁校舎の雰囲気は多くの学院ボーイの郷愁を誘うことでしょ
う。2004 年に私が学長に就任してすぐに依頼し、旧美術部員らの
協力を得て、小山喜三郎画伯が 14か月をかけて制作してください
ました。 ８年間は学長室に、そして現在は院長室に飾っています。 
2014 年 10月に正式に学校法人東北学院に寄贈しました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（院長　星宮　望）
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巻
頭
言
　「
生
き
方
」

宗　

教　

部　

長
　
佐
々
木
　
哲
　
夫

4
「
イ
エ
ス
は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。『
人ひ
と

は
パ
ン
だ
け
で
生い

き
る
も
の
で
は
な
い
。
神か
み

の
口く
ち

か
ら
出で

る

一ひ
と

つ
一ひ
と

つ
の
言こ
と

葉ば

で
生い

き
る
』
と
書か

い
て
あ
る
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

四
章
四
節
）

右
の
聖
書
箇
所
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
サ
タ
ン
に
対
し
て
応
答
し
て
い
る
場
面
で
す
。
よ
く
見
る
と
「･･･

と
書
い
て
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
旧
約
聖
書
を
引
用
し
て
い
る
の
で
す
。
サ
タ
ン
は
、
直
後
の
場
面
で
、
旧
約
聖
書

の
言
葉
を
引
用
し
て
語
り
か
け
ま
す
。
両
者
と
も
、
旧
約
聖
書
を
熟
知
し
、
旧
約
聖
書
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
す

（
マ
タ
イ
四
章
一
～
十
一
節
）。

と
こ
ろ
で
、
パ
ン
か
神
の
言
葉
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
の
よ
う
に
、
パ
ン
を

優
先
す
る
理
解
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
生
き
甲
斐
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
、
特
に
「
パ
ン
だ
け
」
の
「
だ
け
」
と
い
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う
部
分
否
定
の
表
現
に
着
目
し
、
パ
ン
と
神
の
言
葉
の
両
方
が
同
等
に
重
要
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
あ
り
ま
す
。
で

は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
サ
タ
ン
は
、
当
該
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
も
、
引

用
箇
所
の
申
命
記
八
章
を
参
照
し
つ
つ
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

出
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
荒
野
で
の
出
来
事
で
し
た
。
空
腹
に
な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
奴
隷
と
し
て
生
活
し

て
い
た
エ
ジ
プ
ト
の
肉
鍋
と
パ
ン
を
懐
か
し
ん
で
モ
ー
セ
に
不
満
を
ぶ
つ
け
た
の
で
す
。
そ
れ
に
応
じ
た
神
は
、
朝

に
マ
ナ
を
、
夕
に
ウ
ズ
ラ
を
与
え
、
彼
ら
が
食
す
る
パ
ン
と
肉
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
語
ら
れ
た
言
葉
が
『
人

は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
。
神
の
口
か
ら
出
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
で
生
き
る
』（
申
命
記
八
章
三
節
）

で
し
た
。
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
言
葉
は
、
空
腹
を
癒
さ
れ
た
人
々
に
語
ら
れ
た
の
で
す
。
食
べ
て
満
た
さ
れ
て
い

た
民
に
、
優
先
す
べ
き
は
、
パ
ン
で
は
な
く
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
体
験
的
に
知
ら
せ
た
の
で
す
。

後
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
同
じ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
弟
子
た
ち
に
語
っ
て
い
ま
す
。「『
何
を
食
べ
よ
う

か
』『
何
を
飲
も
う
か
』『
何
を
着
よ
う
か
』
と
言
っ
て
、
思
い
悩
む
な
。･･･

あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
、
こ
れ
ら

の
も
の
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
な
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
み
な
加
え
て
与
え
ら
れ
る
」（
六
章
三
一
～
三
三
節
）。
神
の
言
葉
で
生
き
る

と
は
、
空
腹
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
必
要
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
神
に
信
頼
し
て
生
き
る
生
き
方
な
の
で
す
。

こ
の
『
説
教
集
』
が
、
神
の
言
葉
に
養
わ
れ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
る
次
第
で
す
。



−6−

「
十
字
架
の
こ
と
ば
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長
・
学
長　

松　

本　

宣　

郎

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅰ　

第
一
章
一
八
～
二
五
節

 

18

十
じ
ゅ
う

字じ

架か

の
言こ
と

葉ば

は
、
滅ほ
ろ

ん
で
い
く
者も
の

に
と
っ
て
は
愚お
ろ

か
な
も
の
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
救す
く

わ
れ
る
者も
の

に
は
神か
み

の
力
ち
か
ら
で
す
。
19 
そ
れ
は
、
こ
う
書か

い
て
あ
る
か
ら
で
す
。

「
わ
た
し
は
知ち

恵え

あ
る
者も
の

の
知ち

恵え

を
滅ほ
ろ

ぼ
し
、

賢か
し
こい
者も
の

の
賢か
し

さ
を
意い

味み

の
な
い
も
の
に
す
る
。」

 

20
知ち

恵え

の
あ
る
人ひ
と

は
ど
こ
に
い
る
。
学が
く

者し
ゃ

は
ど
こ
に
い
る
。
こ
の
世よ

の
論ろ
ん

客き
ゃ
くは
ど
こ
に
い
る
。
神か
み

は
世よ

の
知ち

恵え

を
愚お
ろ

か
な
も
の
に
さ
れ
た
で
は
な
い
か
。
21
世よ

は
自じ

分ぶ
ん

の
知ち

恵え

で
神か
み

を
知し

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
は
神か
み

の
知ち

恵え

に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
神か
み

は
、
宣せ
ん

教き
ょ
うと
い
う
愚お
ろ

か
な
手し
ゅ

段だ
ん

に
よ
っ
て
信し
ん

じ
る
者も
の

を
救す
く

お
う
と
、
お
考
か
ん
が
え
に
な
っ
た
の
で
す
。
22
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

は
し
る
し
を
求も
と

め
、
ギ
リ
シ
ア
人じ
ん

は
知ち

恵え

を
探さ
が

し
ま
す
が
、
23
わ
た
し
た
ち
は
、
十
じ
ゅ
う

字じ

架か

に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
宣の

べ
伝つ
た

え
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

に
は
つ
ま
ず
か
せ
る
も
の
、
異い

邦ほ
う

人じ
ん

に
は
愚お
ろ

か
な
も
の
で
す
が
、
24
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

で
あ
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ろ
う
が
ギ
リ
シ
ア
人じ
ん

で
あ
ろ
う
が
、
召め

さ
れ
た
者も
の

に
は
、
神か
み

の
力
ち
か
ら
、
神か
み

の
知ち

恵え

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
宣の

べ

伝つ
た

え
て
い
る
の
で
す
。
25
神か
み

の
愚お
ろ

か
さ
は
人ひ
と

よ
り
も
賢
か
し
こ
く
、
神か
み

の
弱よ
わ

さ
は
人ひ
と

よ
り
も
強つ
よ

い
か
ら
で
す
。

時
間
と
い
う
も
の
は
そ
れ
自
体
見
た
り
つ
か
ん
だ
り
で
き
ま
せ
ん
が
、「
未
来
は
あ
な
た
の
前
に
あ
る
と
思
い
ま

す
か
、
そ
れ
と
も
後
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
皆
さ
ん
は
ど
う
答
え
る
で
し
ょ
う
か
。

一
般
に
人
は
、
未
来
は
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

高
村
光
太
郎
と
い
え
ば
詩
集
「
智
恵
子
抄
」
な
ど
で
知
ら
れ
る
詩
人
で
す
。
智
恵
子
が
福
島
の
生
ま
れ
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
も
親
し
み
を
も
つ
詩
人
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
彼
の
「
道
程
」
と
い
う
詩
も
有
名

で
す
。
私
た
ち
の
世
代
は
中
学
高
校
の
時
代
に
必
ず
教
科
書
な
ど
で
読
ま
さ
れ
た
も
の
で
す
。
私
の
中
学
生
時
代

に
は
「
生
徒
手
帳
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

僕
の
前
に
道
は
な
い

　

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る

　

あ
あ
、
自
然
よ　

父
よ
・
・
・

こ
こ
で
「
僕
」
は
未
来
を
自
ら
切
り
開
く
覚
悟
で
歩
み
出
そ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
ま
だ
白
紙
、
あ
る
い
は
未
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踏
の
未
来
は
、「
目
の
前
」
に
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
彼
の
人
生
、
つ
ま
り
歩
い
て
来
て
踏

ん
だ
跡
が
道
に
た
と
え
ら
れ
、
そ
れ
は
後
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
要
す
る
に
、
過
去
は
「
後
ろ
」
に
あ
る

と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
感
覚
が
普
通
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
未
来
と
過
去
を
指
す
言
葉
を
探
っ
て
み
る
と
、
案
外
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
今
日
が
三
月
五

日
だ
と
し
て
、
先
立
つ
三
月
二
日
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
「
今
日
か
ら
三
日
前
」
と
い
う
の
が
通
例
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
「
過
去
は
前
に
あ
る
」
の
で
す
。
逆
に
未
来
に
当
た
る
三
月
一
〇
日
に
つ
い
て
は
「
五
日
後
」
と
言
わ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
間
違
い
な
く
そ
う
言
う
は
ず
で
す
。「
未
来
は
後
ろ
に
あ
る
」
の
で
す
。
英
語
も
同
様
で
す
。
三

日
過
去
は
、three days before 
で
す
し
、
七
日
未
来
はseven days later 

と
な
り
ま
す
。later

は
「
遅
い
」

で
す
か
ら
、
遅
れ
る
、
つ
ま
り
後
ろ
か
ら
追
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
も
、

ま
た
そ
れ
ら
の
祖
先
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
も
同
様
な
の
で
す
。

現
代
人
に
と
っ
て
常
識
と
す
ら
思
え
る
、
未
来
と
過
去
の
空
間
上
の
位
置
観
念
と
、
言
語
表
現
は
食
い
違
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
た
の
は
私
の
友
人
で
も
あ
る
旧
約
学
者
月
本
昭
男
氏
で
す
が
、
彼

に
よ
る
と
ア
フ
リ
カ
の
さ
る
人
々
の
伝
承
に
、
未
来
を
自
身
の
後
ろ
に
置
く
と
い
う
観
念
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
そ

う
で
す
。
彼
ら
の
伝
承
は
か
な
り
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
す
。
今
生
き
て
い
る
こ
れ
ら
ア
フ
リ
カ
人
は
、
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未
来
は
前
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
、「
未
来
は
後
ろ
に
あ
る
。
だ
っ
て
私
た
ち
は
未
来

を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
は
な
い
か
、
目
の
前
に
見
え
る
の
は
過
去
だ
け
だ
」、
と
答
え
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
私
た
ち
の
祖
先
は
、
言
語
を
形
成
し
た
太
古
の
時
代
に
は
過
去
を
前
、
未
来
を
後
ろ
、

と
言
う
風
に
観
念
し
て
い
た
、
と
想
像
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
あ
る
時
点
で

逆
転
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
の
月
本
氏
と
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
っ
た
と
き
、
少
な
く

と
も
聖
書
の
観
念
上
で
、
未
来
は
人
の
前
に
あ
る
、
逆
転
さ
せ
た
の
は
実
は
聖
書
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
な

ど
と
言
い
合
っ
た
こ
と
で
し
た
。

パ
ウ
ロ
も
そ
う
な
の
で
す
。
彼
は
人
生
を
競
走
に
た
と
え
ま
す
。「
フ
ィ
リ
ピ
」
三
・
一
三
、一
四
に
は
「
な
す
べ

き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
後
ろ
の
も
の
を
忘
れ
、
前
の
も
の
に
全
身
を
向
け
つ
つ
、
神
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ

て
上
へ
召
し
て
、
お
与
え
に
な
る
賞
を
得
る
た
め
に
、
目
標
を
目
指
し
て
ひ
た
す
ら
走
る
こ
と
で
す
。」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
未
来
観
は
高
村
光
太
郎
の
そ
れ
と
同
じ
で
す
。

し
か
し
、
確
か
に
ア
フ
リ
カ
の
伝
承
に
も
一
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
背
中
を
未
来
に
向
け

て
生
き
て
い
る
、
後
ろ
に
未
来
が
あ
る
か
ら
見
え
な
い
。
過
去
の
こ
と
な
ら
目
の
前
に
あ
っ
て
、
よ
く
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
だ
か
ら
、
過
去
を
よ
く
よ
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
な
い
背
中
の
こ
と
も
予
測
が
つ
く
、
怖
く

な
く
な
る
、
と
い
う
と
ら
え
方
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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と
も
あ
れ
、
今
日
は
じ
っ
く
り
と
過
去
を
見
つ
め
、
見
え
な
く
て
不
安
な
未
来
へ
も
し
っ
か
り
と
進
ん
で
ゆ
く

よ
す
が
を
得
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
周
囲
の
人
々
の
目
に
つ
ま
ず
き
で
あ
り
、
愚
か
と
見
え
る
も
の
を
の
べ
伝
え
た
、
と

い
う
の
で
す
。そ
れ
は
、ユ
ダ
ヤ
人
が
拒
み
、排
除
し
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
神
の
子
、救
い
主
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
た
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
は
神
の
子
で
あ
っ
て
、
し
か
も
人
間
と
し
て
生
き
、
十
字
架
で
死

ん
だ
が
復
活
し
た
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ア
テ
ネ
人
を
代
表
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
愚
か
な
こ
と
、
と
映
っ

た
の
で
し
た
。

パ
ウ
ロ
は
、
広
く
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
異
邦
人
に
福
音
を
伝
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
と
く
に
「
十
字
架
の
言
葉
」

が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
見
て
の
「
愚
か
さ
」
の
焦
点
で
あ
っ
た
、
と
強
調
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は

古
代
世
界
で
は
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
文
化
を
誇
っ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、確
か
に
価
値
の
逆
転
で
あ
っ

た
の
で
す
。

佐
藤
研
と
い
う
新
約
学
者
は
、
そ
も
そ
も
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
回
心
の
原
点
が
、
む
ご
た
ら
し
い
刑
罰
で
あ
っ

た
十
字
架
刑
に
処
せ
ら
れ
た
イ
エ
ス
が
、
死
ん
で
復
活
し
た
と
い
う
事
実
に
あ
っ
た
、
と
言
い
、
そ
う
で
あ
る
以

上
「
十
字
架
」
と
い
う
、
現
代
人
に
と
っ
て
も
は
や
忌
ま
わ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
む
し
ろ
清
ら
か
さ
、
尊
さ
を
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象
徴
す
る
響
き
の
言
葉
で
は
不
十
分
で
、
忌
ま
わ
し
さ
を
明
瞭
に
示
す
「
杭
殺
柱
」
と
い
う
訳
語
を
提
唱
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
刑
で
死
ん
だ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
復
活
し
神
の
子
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
た
、
そ
れ
を
宣
教
す
る
こ
と
こ
そ
が
愚
か
さ
の
究
極
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

彼
自
身
が
愚
か
さ
に
一
度
は
つ
ま
ず
き
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
愚
か
さ
が
最
高
の
価
値

と
な
る
と
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
パ
ウ
ロ
の
説
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
に
お
い
て
大
き
な
力

を
も
っ
た
の
で
す
。

以
来
二
千
年
、
こ
の
「
愚
か
な
」「
十
字
架
の
言
葉
」
が
語
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
パ

ウ
ロ
か
ら
一
八
〇
〇
年
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
来
訪
し
た
宣
教
者
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
言
葉
を
語
っ
た

の
で
す
。
Ｗ
・
ホ
ー
イ
が
語
り
、
Ｄ
・
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
が
語
っ
た
「
十
字
架
の
言
葉
」
を
知
り
、
信
じ
た
押
川
方

義
も
し
か
り
、
で
し
た
。
彼
ら
の
「
愚
か
さ
」
が
仙
台
神
学
校
の
基
盤
と
な
り
、
東
北
学
院
の
建
学
の
精
神
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

日
本
人
の
中
に
も
ア
テ
ネ
人
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
愚
か
そ
の
も
の
と
決
め
つ
け
る
者
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
有
名
な
、
政
府
の
「
訓
令
一
二
号
」
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
育

課
程
に
入
れ
る
学
校
は
公
認
し
な
い
、
と
定
め
た
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
以
後
も
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
キ
リ
ス
ト

教
学
校
と
は
、
こ
の
「
愚
か
さ
」
に
固
着
し
、
福
音
を
神
の
力
、
神
の
知
恵
と
し
て
伝
え
、
教
え
続
け
て
き
た
の
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で
す
。
そ
の
歴
史
の
中
に
東
北
学
院
の
一
二
八
年
も
縫
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
、
未
来
は
、
将
来
は
背
中
に
あ
り
、
見
通
す
こ
と
は
全
く
出
来
な
い
と
し
て
も
、
目
の
前

に
あ
っ
て
遙
か
に
向
こ
う
、
つ
ま
り
遠
い
過
去
ま
で
も
知
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
「
愚
か
な
」

「
十
字
架
の
言
葉
」
を
伝
え
、
教
え
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
確
信
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
今
の

日
本
に
、
小
さ
く
、
弱
さ
を
拭
え
な
い
と
し
て
も
、
現
に
礼
拝
を
行
い
、
聖
書
を
教
え
る
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
学

校
と
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
、存
続
し
て
い
る
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
明
ら
か
だ
と
思
う
の
で
す
。恐
れ
ず
に
、

後
ろ
向
き
で
も
、
未
来
に
向
か
っ
て
確
か
な
足
取
り
で
歩
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
う
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　

祈
り･･･

私
た
ち
の
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
さ
ま
、
ま
る
で
後
ろ
向
き
で
歩
い
て
い
る
か
の

よ
う
に
行
く
先
を
見
失
い
が
ち
で
、
よ
ろ
め
い
て
い
る
私
た
ち
で
す
。
け
れ
ど
、
私
た
ち
が
知
っ

て
い
る
、
今
こ
の
と
き
に
至
る
ま
で
の
あ
な
た
の
恵
み
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
歴
史
か
ら
、

私
た
ち
が
担
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
わ
ざ
が
正
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
悟
ら
せ
、
確
信
を

持
っ
て
未
来
へ
と
歩
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
聖
霊
の
導
き
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。
主
の
御
名
に
よ
っ

て
祈
り
ま
す
。　
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「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
（
内
村
鑑
三
）」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

院　

長　

星　

宮　
　
　

望

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

五
章
十
三
～
十
六
節

13
「
あ
な
た
が
た
は
地ち

の
塩し
お

で
あ
る
。
だ
が
、
塩し
お

に
塩し
お

気け

が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
塩し
お

は
何な
に

に
よ
っ
て
塩し
お

味あ
じ

が
付つ

け
ら
れ
よ
う
。
も
は
や
、
何な
ん

の
役や
く

に
も
立た

た
ず
、
外そ
と

に
投な

げ
捨す

て
ら
れ
、
人ひ
と

々び
と

に
踏ふ

み
つ
け
ら
れ
る

だ
け
で
あ
る
。
14
あ
な
た
が
た
は
世よ

の
光
ひ
か
り
で
あ
る
。
山や
ま

の
上う
え

に
あ
る
町ま
ち

は
、
隠か
く

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

15
ま
た
、
と
も
し
火び

を
と
も
し
て
升ま
す

の
下し
た

に
置お

く
者も
の

は
い
な
い
。
燭
し
ょ
く

台だ
い

の
上う
え

に
置お

く
。
そ
う
す
れ
ば
、
家い
え

の
中な
か

の
も
の
す
べ
て
を
照て

ら
す
の
で
あ
る
。
16
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
の
光
ひ
か
り
を
人ひ
と

々び
と

の
前ま
え

に
輝
か
が
や
か
し

な
さ
い
。　
　
　

た
だ
い
ま
拝
読
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
山
上
の
説
教
ま
た
は
山
上
の
垂
訓
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
、
長

年
、
東
北
学
院
の
在
校
生
・
卒
業
生
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
言
葉
で
す
。
私
自
身
、
青
春
時
代
を
東
北
学
院
中
学
校
・

高
等
学
校
で
過
ご
し
、
そ
の
六
年
間
の
毎
朝
の
礼
拝
を
通
し
て
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
最
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も
心
に
深
く
し
み
て
い
る
の
が
こ
の
「
地
の
塩
、
世
の
光
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
大
学
二
年
生
か
三
年
生
の

頃
に
、
一
冊
の
本
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
平
凡
社
の
「
世
界
教
養
全
集
」
の
中
の
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い

た
内
村
鑑
三
著
の
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
明
治
二
十
七
年
に
箱
根
で
開
催
さ
れ

た
キ
リ
ス
ト
教
徒
夏
期
学
校
で
の
講
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
後
長
い
間
読
み
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
岩
波
文
庫
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
青
１
１
９
―

４
の
薄
い
文
庫
本
で
、「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
デ
ン
マ
ル
ク
国
の
話
」
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
最
も
大
切
に
し
て
い
る
愛
読
書
で
す
。

内
村
鑑
三
は
、
子
供
の
頃
に
自
分
の
父
親
か
ら
も
ら
っ
た
漢
詩
（
江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
る

頼
山
陽
が
十
三
歳
の
時
に
作
っ
た
漢
文
の
詩
）
を
紹
介
し
、
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
切
り
出
し

ま
す
。
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
の
先
生
か
ら
は
、
功
名
心
を
持
つ
べ
き
で
な
い
と
た
し
な
め
ら
れ
た
こ

と
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
内
村
鑑
三
は
、「
命
を
く
れ
た
こ
の
美
し
い
地
球
、
こ
の
美
し
い
国
、
こ
の
楽

し
い
社
会
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
を
育
て
て
く
れ
た
山
、
河
、
こ
れ
ら
に
私
が
何
も
遺
さ
ず
に
は
死
ん
で
し
ま
い
た
く

な
い
、
と
の
希
望
が
起
こ
っ
て
く
る
。･･･

（
中
略
）･･･
私
の
名
誉
を
遺
し
た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
た
だ
私

が
ド
レ
ほ
ど
こ
の
地
球
を
愛
し
、
ド
レ
だ
け
こ
の
世
界
を
愛
し
、
ド
レ
だ
け
私
の
同
胞
を
思
っ
た
か
と
い
う
記
念

物
を
こ
の
世
に
置
い
て
往
き
た
い
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
英
語
で
言
うM
メ

メ

ン

ト

em
ento

を
残
し
た
い
の
で
あ
る
」
と



−14−−15−

述
べ
、
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
実
に
美
し
い
青
年
の
希
望
と
い
え
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
後
世
に
残
す
こ
と
と
し
て
ま
ず
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
金
（
カ
ネ
）
を
と
り
あ
げ
ま
す
。

例
え
ば
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
住
ん
で
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
で
あ
っ
た
ジ
ラ
ー
ド
と
い
う
人
が
大
金
持
ち
に

な
っ
て
世
界
一
の
孤
児
院
を
残
し
た
話
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
慈
善
家
の
ピ
ー
ボ
デ
ィ
ー
が
大
金
持
ち
に
な
っ

て
黒
人
の
教
育
に
寄
与
し
た
話
が
そ
れ
に
続
き
ま
す
。

次
に
は
い
く
つ
か
の
土
木
事
業
や
治
水
事
業
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
大
変
示

唆
に
と
ん
だ
話
が
つ
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
思
想
家
で
あ
り
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
つ
い

て
も
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
は
、「
一
個
人
と
い
う
も
の
は
国
家
よ
り
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
十
七
世
紀

当
時
の
社
会
で
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
新
し
い
思
想
を
生
み
出
し
て
、″H

um
an U

nderstanding

〟
と
い

う
本
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
り
、
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
読
む
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、

つ
い
に
一
七
九
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
物
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

す
が
、
誰
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
村
は
、
引
き
続
い
て
、
文
学
者
や
教
育
者
に
つ
い
て
も
触
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
最
後
に
内
村
鑑
三
が
強
調
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」

が
後
世
へ
の
最
大
遺
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
誰
に
と
っ
て
も
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
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つ
の
例
と
し
て
、
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
が
有
名
な
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
」
を
書
い
た
と
き
の
逸
話
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
カ
ー
ラ
イ
ル
が
、
長
年
の
歴
史
の
研
究
を
凝
ら
し
、
広
く
材
料
を
集
め
て
よ
う
や
く
書
き
上
げ
た
膨

大
な
原
稿
を
友
人
に
貸
し
た
と
こ
ろ
、そ
の
友
人
が
明
け
方
ま
で
読
ん
で
寝
入
っ
て
い
る
間
に
朝
早
く
き
て
ス
ト
ー

ブ
の
火
を
つ
け
に
き
た
お
手
伝
い
さ
ん
が
そ
の
原
稿
を
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
聞

い
た
カ
ー
ラ
イ
ル
は
腹
を
立
て
た
こ
と
は
当
然
で
す
が
失
望
の
あ
ま
り
十
日
ば
か
り
ぼ
ん
や
り
と
し
て
何
も
し
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
彼
の
え
ら
か
っ
た
と
こ
ろ
は
、「
実
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
失
望
す
る
よ
う
な
人
間

が
書
い
た
『
革
命
史
』
を
社
会
に
出
し
て
も
役
に
立
た
ぬ
、
そ
れ
ゆ
え
に
モ
ウ
一
度
書
き
直
せ
」
と
自
分
を
鼓
舞

し
て
再
び
長
い
時
間
を
か
け
て
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
」
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ん
と
も
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
こ
の
よ
う
な
高
尚
な
生
涯
を
送
っ
た
人
が
い
る
こ
と
を
覚
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
人
生
を
お
く
っ
た
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
と
い
う
人
物
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
「
後
世
へ
の
最
大

遺
物
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
地
の
塩
・
世
の
光
」
の
生
き
た
実
例
と
し
て
我
々
の
模
範
と
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

東
北
学
院
大
学
で
は
、
毎
週
・
毎
朝
の
礼
拝
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
で
聖
書
の
御
言
葉
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
宗
教
主
任
の
先
生
方
や
、
牧
師
の
方
々
、
あ
る
い
は
、
教
職
員
諸
氏
な
ど
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
を
聞
い
て
、自
分
を
見
つ
め
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
に
神
さ
ま
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
賜
物
に
気
が
付
い
て
、
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
伸
ば
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
を
考
え
て
、
将
来
の
自
分
の
歩
み
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
毎
日
行
わ
れ
る
「
礼
拝
」
を
通
し
て
、
と
も
に
学
ん
で
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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「
永
遠
な
る
も
の
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
広
瀬
河
畔
教
会　

牧
師　

望　

月　
　
　

修

ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙　

第
一
三
章
八
節

 

8
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
き
の
う
も
今き
ょ
う日
も
、
ま
た
永え
い

遠え
ん

に
変か

わ
る
こ
と
の
な
い
方か
た

で
す
。

　
　
　

絶
え
ず
変
化
す
る
世
の
中
で
、
私
た
ち
も
ま
た
変
わ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ

の
世
に
生
ま
れ
た
私
た
ち
は
、
ま
た
、
死
ぬ
ゆ
く
存
在
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
、

折
り
に
触
れ
て
、
永
遠
を
思
い
、
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

例
え
ば
、
人
は
、
お
墓
を
建
て
ま
す
。
死
ん
で
か
ら
、
残
さ
れ
た
者
が
、
と
い
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

生
き
て
い
る
間
に
建
て
る
者
も
い
ま
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
平
泉
の
「
金
色
堂
」
が
あ
り
ま
す
。
た
い
へ
ん

壮
麗
で
す
。
壮
麗
だ
け
で
な
く
、
巨
大
な
も
の
と
し
て
は
、「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
が
あ
り
ま
す
。
墓
を
建
て
る
と
い
う

の
は
、
人
間
に
固
有
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、
永
遠
へ
の
憧
れ
や
永
遠
に
生
き
た
い
と
の
願
望
の
現
れ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
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し
か
し
、
壮
麗
な
金
色
堂
は
も
と
よ
り
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
さ
え
も
、
実
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
で
は
あ
り

ま
す
が
、
徐
々
に
朽
ち
て
ゆ
き
ま
す
。
墓
さ
え
、
崩
れ
る
の
で
す
。
滅
び
ま
す
。
永
遠
な
る
も
の
は
、
こ
の
世
に

存
在
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
聖
書
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、

き
の
う
も
今
日
も
、
ま
た
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
方
で
す
」（
ヘ
ブ
ラ
イ
一
三
・
八
）。
世
界
も
、
私
た
ち
も
変

わ
り
ま
す
。
永
遠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
滅
ん
で
ゆ
く
存
在
と
し
て
あ
り
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、

聖
書
は
告
げ
ま
す
。
こ
の
滅
び
ゆ
く
世
界
と
こ
の
私
た
ち
を
救
済
す
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
御
方
が
い
る
、
と
。

救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
き
の
う
も
今
日
も
、
ま
た
永

遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
と
。

こ
の
よ
う
な
救
い
主
が
永
遠
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
の
希
望
の
拠
り
所
と
な
り
得
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
救
い
主
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

旧
約
聖
書
の
中
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
た
ち
の
こ
と
を
記
録
し
た
書
物
と
し
て
、「
列
王
記
」
が
あ
り
ま
す
。
歴

代
の
王
た
ち
の
業
績
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
多
く
は
神
に
背
い
て
悪
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

そ
の
王
た
ち
の
も
と
に
、
神
か
ら
預
言
者
た
ち
が
遣
わ
さ
れ
ま
す
。
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代
表
的
な
預
言
者
に
「
エ
リ
ヤ
」
が
い
ま
し
た
。
彼
が
遣
わ
さ
れ
た
の
は
「
ア
ハ
ブ
王
」
の
時
代
で
す
。
ア
ハ

ブ
王
は
、
神
に
従
お
う
と
せ
ず
、
妻
イ
ゼ
ベ
ル
の
言
い
な
り
に
偶
像
礼
拝
を
蔓
延
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
人

心
は
乱
れ
、
国
情
も
不
安
定
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
預
言
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
エ
リ
ヤ
は
、
民
を
煩
わ
せ

て
い
る
ア
ハ
ブ
王
を
非
難
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
王
の
妻
イ
ゼ
ベ
ル
に
命
を
狙
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
恐

れ
た
彼
は
、
身
を
隠
そ
う
と
逃
亡
し
始
め
、
そ
の
果
て
に
は
自
害
す
る
こ
と
さ
え
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

少
し
情
け
な
い
気
も
し
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
迫
害
に
遭
っ
た
の
で
す
。
挫
折
感
と
孤
立
感
か
ら
自
害
す
る
こ

と
を
願
っ
た
彼
で
し
た
が
、
そ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
ず
、
つ
い
に
、
シ
ナ
イ
山
に
至
り
ま
す
。
そ
の
山
は
、
か
つ

て
、
モ
ー
セ
を
指
導
者
と
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
神
と
契
約
を
交
わ
し
た
場
所
で
し
た
。
そ
こ
で
、
エ
リ
ヤ
は
、

神
と
出
会
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
が
、永
遠
な
る
神
と
出
会
う
、あ
る
い
は
、神
の
言
葉
を
聞
く
と
い
う
の
は
、こ
の
時
の
エ
リ
ヤ
の
よ
う
に
、

順
調
な
時
よ
り
も
、
困
難
に
際
し
て
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
危
機
に
直
面
し
て
で
す
。
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
が
問

わ
れ
る
よ
う
な
時
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
自
身
が
決
し
て
永
遠
で
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
滅
び
ゆ
く
存
在

で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
よ
う
な
時
で
す
。
自
分
の
脆
さ
、
儚
さ
、
不
確
か
さ
が
、
自
覚
さ
れ
た
時
で
す
。

そ
の
よ
う
な
時
に
、
私
た
ち
は
永
遠
な
る
神
と
出
会
う
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。

エ
リ
ヤ
の
神
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
主
は
、『
そ
こ
を
出
て
、
山
の
中
で
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主
の
前
に
立
ち
な
さ
い
』
と
言
わ
れ
た
。
見
よ
、
そ
の
と
き
主
が
通
り
過
ぎ
て
行
か
れ
た
。
主
の
御
前
に
は
非
常

に
激
し
い
風
が
起
こ
り
、
山
を
裂
き
、
岩
を
砕
い
た
。
し
か
し
、
風
の
中
に
主
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
風
の
後
に

地
震
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
地
震
の
中
に
も
主
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
地
震
の
後
に
火
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、

火
の
中
に
も
主
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
火
の
後
に
、
静
か
に
さ
さ
や
く
声
が
聞
こ
え
た
」（
列
王
記
上
一
九
・
一
一

－

一
二
）。

山
を
裂
き
、
岩
を
砕
く
、「
激
し
い
風
」
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、
神
が
お
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
地
震
」
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、
神
が
お
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
続
い
て
、「
火
」
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
こ
に
も
、神
が
お
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
、「
静
か
に
さ
さ
や
く
声
が
聞
こ
え
た
」
の
で
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
を
聞
く
と
、
エ
リ

ヤ
は
外
套
で
顔
を
覆
い
、
出
て
来
て
、
洞
穴
の
入
り
口
に
立
っ
た
。
そ
の
と
き
、
声
は
エ
リ
ヤ
に
こ
う
告
げ
た
。『
エ

リ
ヤ
よ
、
こ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
か
。』」（
同
一
九
・
一
三
）。

神
の
問
い
か
け
に
、
エ
リ
ヤ
は
、
自
分
は
独
り
で
な
い
こ
と
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
が
あ
る
こ
と
を
自
覚

さ
せ
ら
れ
、
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
止
め
、「
来
た
道
を
引
き
返
し
」（
同
一
九
・
一
五
）
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
再
び
、
預
言
者
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。

こ
ん
に
ち
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
、実
は
、こ
の
よ
う
な
時
が
必
要
で
す
。
日
常
の
生
活
か
ら
一
時
逃
れ
て
で
す
。
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自
分
に
与
え
ら
れ
た
使
命
、
生
き
る
意
味
や
目
的
を
見
出
す
た
め
で
す
。
わ
け
て
も
、
行
き
詰
ま
り
を
覚
え
た
時

に
は
、
な
お
さ
ら
必
要
で
し
ょ
う
。
一
人
、
静
か
に
、
永
遠
な
る
神
を
思
う
時
で
す
。

こ
う
し
た
礼
拝
が
、
そ
の
よ
う
な
時
で
あ
り
ま
す
。
永
遠
な
る
神
は
、
私
た
ち
に
は
、「
静
か
に
さ
さ
や
く
声
」

と
し
て
、
御
自
身
を
現
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
の
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
在
り
方
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
実
に
、
こ
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王

国
時
代
に
活
躍
し
た
、
も
う
一
人
の
著
名
な
預
言
者
「
イ
ザ
ヤ
」
は
、
神
が
お
遣
わ
し
に
な
ら
れ
る
メ
シ
ア
（
キ

リ
ス
ト
）
で
あ
る
主
イ
エ
ス
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
預
言
し
て
い
ま
し
た
。「
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
。
屠
り

場
に
引
か
れ
る
小
羊
の
よ
う
に
／
毛
を
切
る
者
の
前
に
物
を
言
わ
な
い
羊
の
よ
う
に
／
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
」

（
イ
ザ
ヤ
五
三
・
七
ｂ
）。
こ
の
預
言
の
言
葉
通
り
、
主
イ
エ
ス
は
、
救
い
主
と
し
て
、
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。

聖
書
は
、
こ
の
救
い
主
を
、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
ま
す
。「『
こ
の
方
は
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
な
く
、
／

そ
の
口
に
は
偽
り
が
な
か
っ
た
。』
／
の
の
し
ら
れ
て
も
の
の
し
り
返
さ
ず
、
苦
し
め
ら
れ
て
も
人
を
脅
さ
ず
、
正

し
く
お
裁
き
に
な
る
方
に
お
任
せ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
字
架
に
か
か
っ
て
、
自
ら
そ
の
身
に
わ
た
し
た

ち
の
罪
を
担
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」（
Ⅰ
ペ
ト
ロ
二
・
二
二

－

二
三
）。
そ
れ
故
に
、
聖
書
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
に

も
告
白
し
て
い
ま
す
。「
十
字
架
の
言
葉
は
、
滅
ん
で
い
く
者
に
と
っ
て
は
愚
か
な
も
の
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
救

わ
れ
る
者
に
は
神
の
力
で
す
」（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
・
一
八
）。
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こ
の
世
の
喧
噪
の
中
を
声
高
に
叫
ぶ
の
で
な
く
、
ま
た
、
時
代
を
支
配
し
て
い
る
思
想
、
雰
囲
気
・
・
・
。
そ

う
し
た
も
の
と
は
違
う
在
り
方
、
別
の
も
の
と
し
て
。
し
か
も
、「
静
か
に
さ
さ
や
く
声
」
と
し
て
。
愚
か
と
も
思

え
る
「
十
字
架
の
言
葉
」
と
し
て
。
神
は
、「
き
の
う
も
今
日
も
ま
た
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
方
」
で
あ
る
救

い
主
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
、
私
た
ち
に
語
り
掛
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
、

私
た
ち
の
よ
う
な
存
在
を
遙
か
に
越
え
た
、
し
か
し
、
滅
び
ゆ
く
こ
の
私
た
ち
と
世
界
と
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
、

永
遠
な
る
神
が
、
確
か
に
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

父
な
る
神
。

爽
や
か
な
朝
、
こ
う
し
て
、
一
時
、
日
常
的
な
営
み
か
ら
離
れ
て
、
共
に
神
の
言
葉
を
聞
く
時
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
幸
い
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
私
た
ち
は
、
脆
く
儚
い
存
在
で
す
。
困
難
に
直
面
し
行
き
詰
ま
り
を
覚
え
て
い

る
者
も
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
あ
な
た
が
語
り

掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
こ
と
に
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
、
そ
し
て
希
望
を
与
え
ら
れ
ま
す
。

今
、
こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
共
に
告
白
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
き
の
う
も
今
日
も
、

ま
た
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
方
で
す
」
と
。

こ
の
祈
り
を
、
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
、
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
神
の
業
が
現
れ
る
た
め
に
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
野
愛
泉
教
会　

橋　

爪　

忠　

夫

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

九
章
一
～
七
節

 

1
さ
て
、
イ
エ
ス
は
通と
お

り
す
が
り
に
、
生う

ま
れ
つ
き
目め

の
見み

え
な
い
人ひ
と

を
見み

か
け
ら
れ
た
。

2
弟で

子し

た
ち

が
イ
エ
ス
に
尋た
ず

ね
た
。「
ラ
ビ
、
こ
の
人ひ
と

が
生う

ま
れ
つ
き
目め

が
見み

え
な
い
の
は
、
だ
れ
が
罪つ
み

を
犯お
か

し
た
か
ら

で
す
か
。
本ほ
ん

人に
ん

で
す
か
。
そ
れ
と
も
両
り
ょ
う

親し
ん

で
す
か
。」

3
イ
エ
ス
は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
本ほ
ん

人に
ん

は
罪つ
み

を
犯お
か

し

た
か
ら
で
も
、
両
り
ょ
う

親し
ん

が
罪つ
み

を
犯お
か

し
た
か
ら
で
も
な
い
。
神か
み

の
業わ
ざ

が
こ
の
人ひ
と

に
現
あ
ら
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

4
わ
た
し

た
ち
は
、
わ
た
し
を
お
遣つ
か

わ
し
に
な
っ
た
方か
た

の
業わ
ざ

を
、
ま
だ
日ひ

の
あ
る
う
ち
に
行
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ

れ
も
働
は
た
ら
く
こ
と
の
で
き
な
い
夜よ
る

が
来く

る
。

5
わ
た
し
は
世よ

に
い
る
間
あ
い
だ
、
世よ

の
光
ひ
か
り
で
あ
る
。」

6
こ
う
言い

っ
て

か
ら
、
イ
エ
ス
は
地じ

面め
ん

に
唾つ
ば

を
し
、
唾つ
ば

で
土つ
ち

を
こ
ね
て
そ
の
人ひ
と

の
目め

に
お
塗ぬ

り
に
な
っ
た
。

7
そ
し
て
、「
シ

ロ
ア
ム

｜
｜『

遣つ
か

わ
さ
れ
た
者も
の

』
と
い
う
意い

味み

｜
｜

の
池い
け

に
行い

っ
て
洗あ
ら

い
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
そ
こ
で
、

彼か
ら

は
行い

っ
て
洗あ
ら

い
、
目め

が
見み

え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
帰か
え

っ
て
来き

た
。　
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
に
、
地
図
で
見
ま
す
と
ド
イ
ツ
の
真
ん
中
よ
り
少
し
北
寄
り
で
す
が
、
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル

ト
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
町
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
頃
、
そ
し
て
そ
の
後
も
大
変
に
有
名
に
な
り
ま

し
た
。
今
読
ん
だ
右
の
聖
書
箇
所
に
関
連
し
て
、
そ
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
わ
た
し
が
ず
っ
と
以
前
に
聞

い
た
話
で
、
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
も
の
で
す
。

ド
イ
ツ
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
頃
、
世
界
史
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
い
う
独
裁
者
が
出

て
来
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ひ
い
て
は
世
界
を
征
服
し
よ
う
と
戦
争
を
起
こ
し
た
こ
と
で
す
。
わ
た
し
も
そ
う
で
し
た

が
、
若
い
頃
は
戦
争
の
華
々
し
い
と
こ
ろ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
戦
争
の
中
で
、
本

当
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
は
、
少
し
時
が
経
ち
、
冷
静
に
物
事
を
振
り
返
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
な
か
な

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
ど
ん
な
に
残
虐
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
が
分

か
っ
て
来
た
の
は
、
少
し
時
が
経
っ
て
か
ら
で
す
。
感
銘
深
く
て
、
わ
た
し
が
よ
く
覚
え
て
い
る
の
は
、
こ
う
い

う
話
で
す
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
世
界
を
征
服
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
国
民
に
し
き
り
に
訴
え
た
の
は
、ド
イ
ツ
民
族
、

ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
世
界
で
最
も
優
れ
た
民
族
だ
と
言
っ
て
、
そ
の
優
秀
さ
を
鼓
舞
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏

返
せ
ば
、
そ
う
で
な
い
人
種
や
そ
の
優
秀
さ
を
発
揮
で
き
な
い
い
ろ
い
ろ
な
障
害
を
持
っ
た
人
々
を
徹
底
的
に
さ

げ
す
み
ま
し
た
。
人
種
差
別
政
策
で
す
。「
ア
ー
リ
ア
條
項
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
他
の
人
種
、
そ
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し
て
戦
争
に
役
立
た
な
い
弱
い
人
間
、
身
体
的
精
神
的
に
欠
陥
が
あ
る
人
々
を
人
間
扱
い
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
平

気
で
抹
殺
し
ま
し
た
。
そ
の
典
型
が
数
百
万
人
に
も
及
ぶ
有
名
な
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
で
す
。
そ
れ
に
用
い
た
ガ
ス
室

で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
ヒ
ド
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
の
エ
ル
サ
レ
ム
に
あ
る
ユ

ダ
ヤ
人
迫
害
記
念
館
に
行
く
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
と
い
う
町
が
有
名
に
な
っ
た

の
は
、
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ク
父
子
と
い
う
二
世
代
に
わ
た
る
牧
師
が
い
て
、
弱
い
人
間
、
身
体
的
精
神
的
に

欠
陥
の
あ
る
人
々
を
命
が
け
で
守
り
抜
い
た

｜
｜

そ
こ
に
そ
の
よ
う
な
人
々
を
庇
護
し
、
彼
ら
の
楽
園
と
な
る
よ

う
な
施
設

｜
｜

ベ
ー
テ
ル
（
元
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
神
の
家
」
の
意
）
を
造
っ
て
、
大
戦
の
さ
中
も
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー

に
屈
せ
ず
、
守
り
ぬ
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
戦
後
の
世
界
の
福
祉
事
業
の
手
本
と
な
っ
た
施
設
で
す
。

人
の
価
値
は
外
見
に
よ
ら
な
い
。
た
と
え
欠
陥
や
障
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
さ
ま
の
目
か
ら
は
同
じ
だ
、

人
間
と
し
て
尊
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
精
神
的
支
柱
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
右
の
聖
書
の
言
葉
で
す
。

生
ま
れ
つ
き
目
の
見
え
な
い
人
を
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
見
か
け
た
と
き
、
弟
子
た
ち
は
先
生
の
イ
エ
ス

に
こ
う
問
い
ま
し
た
。
こ
の
人
が
目
が
見
え
な
い
の
は
、
本
人
の
罪
か
、
そ
れ
と
も
親
の
罪
に
よ
る
の
か
、
と
。

イ
エ
ス
は
こ
う
答
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
人
の
罪
で
も
、
両
親
の
罪
で
も
な
い
、「
神
の
業
が
こ
の
人
に
現
れ
る
た
め
」

（
４
節
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
目
に
見
え
な
い
こ
と
、
不
自
由
な
人
、
人
と
し
て
欠
陥
が
あ
る
と
思
え
る
こ
と
も
、
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何
か
そ
の
原
因
を
探
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
神
の
業
が
現
れ
る
た
め
な
の
だ
、
弱
さ
に
も
、
不
自

由
さ
に
も
、
意
味
が
あ
る
、
そ
こ
に
神
の
不
思
議
な
み
業
が
な
さ
れ
る
、
そ
の
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
た
し
が
聞
い
て
、
さ
ら
に
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
わ
た
し
の
先
生
が
、
そ
こ
を

訪
ね
た
と
き
、
そ
の
ベ
ー
テ
ル
で
最
も
重
い
不
自
由
な
人
｜

｜

そ
れ
は
一
見
、
節
く
れ
だ
っ
た
材
木
が
横
た
わ
っ

て
い
る
の
で
は
、
と
思
え
る
ほ
ど
重
度
の
障
害
を
持
っ
た
人

｜
｜

そ
の
人
の
こ
と
を
ベ
ー
テ
ル
で
は
、
こ
の
人
こ

そ
ベ
ー
テ
ル
の
宝
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
に
神
の
業
が
現
れ
る
た
め
、そ
れ
を
こ
の
施
設
の
人
々

は
目
を
輝
か
せ
て
語
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

強
力
な
ナ
チ
ス
の
権
力
に
屈
せ
ず
、
重
度
の
不
自
由
な
人
々
を
命
が
け
で
守
り
抜
く
、
そ
し
て
そ
こ
に
神
の
業

が
現
れ
る
た
め
だ
と
期
待
す
る
の
は
、
た
だ
弱
者
を
包
み
、
そ
の
痛
み
を
共
有
す
る
の
と
は
違
う
、
何
か
強
い
大

き
な
確
信
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
の
働
き
は
、
そ
の
程
度
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
聖
書
の
註
解

者
は
、
そ
の
確
信
の
底
に
は
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
力
や
人
間
の
武
力
に
頼
る
の
で
は
な
い
、
全
く

違
う
新
し
い
時
代
が
来
た
の
だ
と
い
う
確
信
が
読
み
取
れ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
神
の
業
が
現
れ
る
た
め
」
と
は
、
ど
ん
な
大
き
な
こ
の
世
の
力
に
も
屈
し
な
い
ほ
ど
の
、
神
に
よ
る
新
し
い
業
、

新
し
い
時
代
が
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
、
言
い
切
り
、
そ
れ
を
行
動
に
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
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し
ょ
う
。
こ
こ
に
、
こ
の
言
葉
の
内
に
あ
る
底
力
と
そ
こ
に
開
か
れ
る
新
し
い
希
望
が
あ
る
と
印
象
ず
け
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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「
沈
黙
の
時
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　仙

台
五
橋
教
会　

宮　

川　

経　

宣

ル
カ
に
よ
る
福
音
書　

一
章
十
九
～
二
〇
節

 

19
さ
て
、
天て
ん

使し

は
答
え
た
。「
わ
た
し
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
、
神か
み

の
前ま
え

に
立た

つ
者も
の

。
あ
な
た
に
話は
な

し
か
け
て
、

こ
の
喜よ
ろ

ば
し
い
知し

ら
せ
を
伝つ
た

え
る
た
め
に
遣つ
か

わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
20
あ
な
た
は
口く
ち

が
利き

け
な
く
な
り
、
こ

の
事こ
と

の
起お

こ
る
日ひ

ま
で
話は
な

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
時と
き

が
来く

れ
ば
実じ
つ

現げ
ん

す
る
わ
た
し
の
言こ
と

葉ば

を
信し
ん

じ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

　
　
　

明
日
か
ら
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
待
つ
待
降
節
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
ア
ド
ベ
ン
ト
ク
ラ
ン
ツ
を
飾
り
、
一
本
一
本

の
ロ
ー
ソ
ク
に
火
が
灯
る
度
に
、
い
よ
い
よ
ク
リ
ス
マ
ス
が
近
づ
い
て
く
る
事
を
知
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
準
備
を

し
て
待
つ
も
の
な
の
で
す
。

さ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
記
事
を
伝
え
る
ル
カ
福
音
書
一
章
五
～
二
五
節
（P99

）
に
は
、
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ

ネ
の
誕
生
と
そ
の
父
親
と
な
っ
た
祭
司
ザ
カ
リ
ア
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ル
カ
福
音
書
一
章
八
節
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以
下
、
ザ
カ
リ
ア
は
神
殿
に
お
い
て
、
祭
司
と
し
て
の
職
務
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。
香
を
た
き
イ
ス
ラ
エ
ル
の
為

に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
そ
の
時
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
彼
の
所
に
現
わ
れ
、
そ
し
て
妻
エ
リ
ザ
ベ
ト
が
男
の
子
を

み
ご
も
り
、
ザ
カ
リ
ア
が
父
親
に
な
る
こ
と
を
告
げ
ま
す
。
子
を
授
か
る
こ
と
が
大
い
な
る
神
の
祝
福
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
当
時
、
子
供
の
い
な
い
ザ
カ
リ
ア
に
と
っ
て
こ
の
天
使
の
知
ら
せ
は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
し

た
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
の
十
八
節
で
「
何
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
は
老
人
で
す
し
、
妻
も
年
を
と
っ
て
い
ま
す
。」
と
反
論
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
、
十
九
節
以
下
、「
あ
な
た
は
口
が
利
け
な
く
な
り
、
こ
の
事
の
起
こ
る
日
ま
で
話

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
時
が
来
れ
ば
実
現
す
る
わ
た
し
の
言
葉
を
信
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
と
答
え
た

時
か
ら
、
ザ
カ
リ
ア
は
息
子
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
の
時
ま
で
、
本
当
に
口
が
き
け
な
く
な
り
、
沈
黙
の
時
を
余
儀
な
く

さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

使
徒
言
行
録
十
七
章
一
〇
～
十
五
節
（P247

）
に
お
い
て
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
で
、
パ
ウ
ロ
の
語
る
福
音
を
受
け
入

れ
な
か
っ
た
大
部
分
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
怒
り
と
妬
み
に
よ
っ
て
暴
動
を
起
こ
さ
れ
、
町
中
を
騒
が
せ
、
や
む
な

く
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
町
か
ら
退
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
パ
ウ
ロ
た
ち
は
、
夜
の
間
に
か
ろ
う
じ
て
、
ベ
レ
ア
に
逃
れ

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
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あ
ら
ゆ
る
苦
難
と
患
難
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
パ
ウ
ロ
た
ち
は
、
ベ
レ
ア
に
着
く
と
、
こ
こ
で
も
、
ま
ず
ユ
ダ

ヤ
人
の
会
堂
に
入
り
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
ま
す
。
そ
の
伝
道
の
働
き
の
結
果
、「
そ
の
う
ち
の
多
く
の
人
が
信
じ
、

ギ
リ
シ
ヤ
人
の
上
流
婦
人
や
男
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
信
仰
に
入
っ
た
。」
の
で
す
。
そ
れ
は
本
当
に
大
き
な
喜
び

で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
事
態
は
急
変
し
ま
す
。
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
パ
ウ
ロ
が
ベ
レ
ア
で
も
、

神
の
言
葉
（
福
音
）
を
伝
え
て
い
る
事
を
知
る
と
、何
と
ベ
レ
ア
に
も
や
っ
て
き
て
、人
々
を
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、

パ
ウ
ロ
は
、
ま
た
町
を
追
わ
れ
、
海
辺
へ
来
て
、
ア
テ
ネ
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
、

パ
ウ
ロ
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
テ
サ
ロ
ニ
ケ
と
ベ
レ
ア
で
の
旅
、
伝
道
の
活
動
は
、
主
イ
エ
ス
の
生
涯
と
同
じ
く

一
難
去
っ
て
ま
た
一
難
と
迫
害
が
続
き
、
こ
こ
で
も
ベ
レ
ア
の
町
か
ら
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
と
な
っ

た
の
で
す
。

こ
こ
に
、
単
独
で
ア
テ
ネ
へ
と
向
か
う
パ
ウ
ロ
の
心
境
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら

く
あ
の
祭
司
ザ
カ
リ
ア
が
、
口
が
き
け
な
く
な
り
、
沈
黙
と
暗
闇
の
時
を
過
ご
す
の
と
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
は
祭
司
ザ
カ
リ
ア
と
は
異
な
り
、
そ
の
よ
う
な
苦
難
の
中
で
、
パ
ウ
ロ
ひ
と

り
ア
テ
ネ
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
パ
ウ
ロ
は
何
が
神
の
御
旨
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り

「
弱
さ
」
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
人
に
な
る
弱
さ
。
離
れ
て
別
れ
て
し
ま
う
弱
さ
。
し
か
し
、

そ
の
弱
さ
の
中
に
主
の
力
と
恵
み
が
十
分
に
働
く
事
を
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
の
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信
徒
へ
の
手
紙
十
二
章
九
～
一
〇
節
（P339

）
で
、「
す
る
と
主
は
『
わ
た
し
の
恵
み
は
あ
な
た
に
十
分
で
あ
る
。

力
は
弱
さ
の
中
で
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
だ
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
力
が
わ
た
し
の

内
に
宿
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
大
い
に
喜
ん
で
自
分
の
弱
さ
を
誇
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
弱
さ
、
侮
辱
、

窮
乏
、
迫
害
、
そ
し
て
行
き
詰
ま
り
の
状
態
に
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
、

わ
た
し
は
弱
い
と
き
に
こ
そ
強
い
か
ら
で
す
。」
と
パ
ウ
ロ
が
語
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
か
ら
、
マ
タ
イ
福
音
書
十
八
章
一
～
五
節
（P34

）
の
「
天
の
国
で
一
番
偉
い
者
」
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
が
一
人
の
子
ど
も
を
抱
い
て
言
わ
れ
た
「
自
ら
を
低
く
す
る
」
と
は
、
パ
ウ
ロ
が
こ
こ
で
語
る
「
弱
さ
」
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
の
大
人
に
な
れ
な
い
弱
さ
、
自
分
の
弱
さ
を
思
う
ゆ
え
に
自
ら
は
低
く
す
る

こ
と
し
か
出
来
な
い
。
そ
れ
が
真
に
天
に
通
じ
る
「
弱
さ
」
で
あ
る
こ
と
を
学
び
知
る
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は

私
た
ち
の
「
弱
さ
」「
低
さ
」
を
い
つ
も
見
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
が
真
に
弱
い
時
に
こ
そ
、
一
人
の
子
ど

も
が
キ
リ
ス
ト
に
抱
か
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
は
い
つ
も
守
り
支
え
ら
れ
、
贖
わ
れ
、
救
わ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
、
祭
司
ザ
カ
リ
ア
が
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
誕
生
の
時
に
至
っ
て
の

こ
と
で
し
た
。

　
　今

日
の
御
言
葉
を
通
し
て
、
今
私
た
ち
が
、
深
く
知
り
た
い
の
は
、
神
の
選
び
と
い
う
事
柄
で
あ
ろ
う
と
思
い
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ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
十
五
章
十
六
節
（P199

）
に
「
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
わ
た
し

が
あ
な
た
が
た
を
選
ん
だ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
し
私
た
ち
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
選
ん
だ
と
い
う
な
ら
、

ま
た
私
た
ち
の
思
惑
で
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
神
の
選
び
は
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
他
で
も
な
く
あ
な
た
が
た
を
区
別
も
差
別
も
な
く
、
或
い
は
罪
深
い
者
で
さ
え
も
選
ん
で
く
だ
さ
る
。

そ
れ
が
神
の
選
び
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
神
の
選
び
は
他
で
も
な
く
特
別
な
恵
み
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の

恵
み
を
信
じ
て
、
こ
の
神
の
選
び
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
神
の
選
び
の
中
に
生
き

る
限
り
、私
た
ち
に
は
い
つ
も
神
の
守
り
と
永
遠
の
命
に
至
る
救
い
が
約
束
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
喜
び
が
待
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
い
つ
も
人
の
基
準
で
神
の
言
葉
を
聞
き
、
ま
た
自
分
自
身
ば
か
り
を
見
て
、
主

な
る
神
を
、ま
た
救
い
主
イ
エ
ス
を
す
ぐ
に
見
失
う
の
で
す
。
困
難
や
苦
難
に
あ
え
ば
、す
ぐ
に
躓
く
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
パ
ウ
ロ
や
祭
司
ザ
カ
リ
ア
の
出
来
事
か
ら
、
私
た
ち
は
自
分
の
知
識
や
知
恵
、
力
や
経
験
、
そ
し
て
人
の
理

解
を
超
え
た
神
の
働
き
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
き
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
人
生
の
土
台
に
お
い
て

生
き
る
こ
と
こ
そ
、
何
事
が
あ
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
揺
る
ぎ
な
い
救
い
を
い
つ
も
待
望
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と

を
知
り
ま
す
。
今
私
た
ち
が
ク
リ
ス
マ
ス
を
待
つ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
沈
黙
と
暗
闇

の
ク
リ
ス
マ
ス
で
は
な
く
、
喜
び
と
救
い
に
満
ち
た
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
祈
り
求
め
た
い

と
思
い
ま
す
。
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【
祈　

り
】

永
遠
に
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
主
な
る
神
よ
、
あ
な
た
は
世
々
の
人
々
の
希
望
と
喜
び
に
い
ま
し
、
い
つ
の

世
に
も
人
々
に
力
を
与
え
て
、あ
な
た
を
求
め
さ
せ
、ま
た
求
め
る
人
々
に
救
い
を
見
出
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ど
う
か
、
主
キ
リ
ス
ト
の
ご
降
誕
を
待
ち
迎
え
る
私
た
ち
に
も
、
あ
な
た
の
真
理
の
幻
を
よ
り
明
ら
か
に
、
御

力
へ
の
信
仰
を
よ
り
強
く
、
あ
な
た
の
愛
と
確
信
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
こ
の
ア
ド
ベ
ン
ト
の
期

間
を
守
り
導
き
、
あ
な
た
の
御
子
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
心
か
ら
喜
び
と
救
い
を
も
っ
て
受
け
止
め
る
者
と
さ
せ
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
今
、
私
た
ち
に
あ
る
境
遇
や
様
々
な
状
況
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
と
っ
て
、
益
で
あ
ろ
う
と
も
不
益
で
あ
ろ

う
と
も
、
そ
の
事
を
通
し
て
、
神
は
何
を
私
た
ち
に
求
め
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
い
つ
も
信
仰
に
よ
っ

て
注
意
深
く
知
ろ
う
と
自
ら
の
心
の
声
を
聞
く
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
神
の
御
声
を
い
つ
も
聞
き
、
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
る
者
、
ま
た
待
望
す
る
者
で
あ
る
よ
う
に
励
ま
し
、
支
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
そ
れ
が
新
し
い
恵
み
と

希
望
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
知
る
者
と
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
祈
り
を
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
仕
え
る
人
に
な
り
な
さ
い
。」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
釜
キ
リ
ス
ト
教
会　

山　

田　

崇　

浩

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

二
十
章
二
十
節
～
二
十
八
節

 

20
そ
の
と
き
、
ゼ
ベ
ダ
イ
の
息む
す

子こ

た
ち
の
母は
は

が
、
そ
の
二ふ
た

人り

の
息む
す

子こ

と
一い
っ

緒し
ょ

に
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
に
来き

て
、

ひ
れ
伏ふ

し
、
何な
に

か
を
願ね
が

お
う
と
し
た
。
21
イ
エ
ス
が
、「
何な
に

が
望の
ぞ

み
か
」
と
言い

わ
れ
る
と
、
彼か
の

女じ
ょ

は
言い

っ
た
。

「
王お
う

座ざ

に
お
着つ

き
に
な
る
と
き
、
こ
の
二ふ
た

人り

の
息む
す

子こ

が
、
一ひ
と

人り

は
あ
な
た
の
右み
ぎ

に
、
も
う
一ひ
と

人り

は
左
ひ
だ
り
に
座す
わ

れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。」
22
イ
エ
ス
は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
あ
な
た
が
た
は
、
自じ

分ぶ
ん

が
何な
に

を

願ね
が

っ
て
い
る
か
、分わ

か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
わ
た
し
が
飲の

も
う
と
し
て
い
る
杯

さ
か
ず
きを

飲の

む
こ
と
が
で
き
る
か
。」

二ふ
た

人り

が
、「
で
き
ま
す
」
と
言い

う
と
、
23
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
確た
し

か
に
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
の
杯
さ
か
ず
きを

飲の

む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
右み
ぎ

と
左
ひ
だ
り
に
だ
れ
が
座す
わ

る
か
は
、
わ
た
し
の
決き

め
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
父ち
ち

に
よ
っ
て
定さ
だ

め
ら
れ
た
人ひ
と

々び
と

に
許ゆ
る

さ
れ
る
の
だ
。」
24
ほ
か
の
十
じ
ゅ
う

人に
ん

の
者も
の

は
こ
れ

を
聞き

い
て
、
こ
の
二ふ
た

人り

の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

の
こ
と
で
腹は
ら

を
立た

て
た
。
25
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
一い
ち

同ど
う

を
呼よ

び
寄よ

せ
て
言い
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わ
れ
た
。「
あ
な
た
が
た
も
知し

っ
て
い
る
よ
う
に
、
異い

邦ほ
う

人じ
ん

の
間
あ
い
だ
で
は
支し

配は
い

者し
ゃ

た
ち
が
民た
み

を
支し

配は
い

し
、
偉え
ら

い

人ひ
と

た
ち
が
権け
ん

力り
ょ
くを
振ふ

る
っ
て
い
る
。
26
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
間
あ
い
だ
で
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

あ
な
た
が
た
の
中な
か

で
偉え
ら

く
な
り
た
い
者も
の

は
、
皆み
な

に
仕つ
か

え
る
も
の
に
な
り
、27
い
ち
ば
ん
上う
え

に
な
り
た
い
者も
の

は
、

皆み
な

の
僕
し
も
べ
に
な
り
な
さ
い
。
28
人ひ
と

の
子こ

が
、
仕つ
か

え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
仕つ
か

え
る
た
め
に
、
ま
た
、
多お
お

く
の

人ひ
と

の
身み
の

代し
ろ

金き
ん

と
し
て
自じ

分ぶ
ん

の
命
い
の
ち
を
献さ
さ

げ
る
た
め
に
来き

た
の
と
同お
な

じ
よ
う
に
。」

　
　
　

主
イ
エ
ス
に
従
っ
た
弟
子
た
ち
の
中
に
、
ゼ
ベ
ダ
イ
の
息
子
す
な
わ
ち
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ハ
ネ
の
兄
弟
が
い
ま
し
た
。

こ
の
兄
弟
の
母
親
が
あ
る
と
き
主
イ
エ
ス
の
前
に
来
て
、「
主
イ
エ
ス
が
王
座
に
着
か
れ
る
時
に
は
、
自
分
の
息
子

た
ち
を
一
人
は
右
に
、
一
人
は
左
に
座
れ
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ
い
」、
と
願
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
主
イ
エ
ス

は
こ
の
母
親
と
息
子
た
ち
兄
弟
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
が
た
は
、
自
分
が
何
を
願
っ
て
い
る
の
か
、
分
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
わ
た
し
が
飲
も
う
と
し
て
い
る

杯
を
飲
む
こ
と
が
で
き
る
か
。」

実
は
こ
の
お
話
の
直
前
に
も
、
主
イ
エ
ス
は
、
ご
自
分
が
捕
ら
え
ら
れ
侮
辱
さ
れ
鞭
打
た
れ
、
死
刑
囚
と
し
て

十
字
架
に
付
け
ら
れ
る
の
だ
、
と
十
字
架
の
出
来
事
を
予
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
お
、
ヤ
コ
ブ
も
ヨ
ハ

ネ
も
彼
ら
の
母
親
も
、
そ
の
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
い
は
分
か
り
た
く
な
か
っ
た
の
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か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

神
の
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
救
い
主
は
、
地
上
の
国
家
の
王
様
、
権
力
者
に
な
ら
れ
る
方
で
は
な
く
、
神
を
信
じ

る
こ
と
の
な
い
罪
人
た
ち
の
た
め
に
自
ら
を
さ
さ
げ
尽
く
し
命
を
与
え
ら
れ
る
方
だ
っ
た
の
で
す
。
自
ら
を
犠
牲

と
し
て
さ
さ
げ
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
神
の
愛
を
啓
示
す
る
こ
と
を
使
命
と
さ
れ

て
い
た
の
が
、
真
実
の
神
の
子
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
左
右
に
座
る
と
は
、
決
し
て
力
を
誇
り
、
人
々
を
支
配

す
る
よ
う
な
、
地
上
の
権
力
者
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
主
イ
エ
ス
と
と
も
に
、
主
イ
エ
ス
が
体
験
さ
れ
る
、

あ
の
十
字
架
の
苦
し
み
を
、「
死
の
杯
」
を
共
に
味
わ
う
こ
と
な
の
で
し
た
。
そ
の
杯
を
、
こ
の
痛
み
を
君
た
ち
は

共
に
担
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
主
イ
エ
ス
の
問
い
か
け
は
そ
の
よ
う
な
内
実
を
持
っ
た
言
葉
で
し
た
。

で
も
、二
人
の
弟
子
た
ち
は
、躊
躇
な
く
、い
や
そ
の
内
実
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、「
で
き
ま
す
」と
答
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
仲
間
の
他
の
弟
子
た
ち
も
ま
た
主
イ
エ
ス
の
十
字
架
、
受
難
と
い
う
出
来
事
を
ま
だ
予
告
さ
れ
て
も
受

け
止
め
る
こ
と
も
、
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
く
て
、
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ハ
ネ
が
い
わ
ば
大
臣
の
椅
子
を
抜
け
駆

け
し
て
お
願
い
し
た
の
だ
と
思
い
、
怒
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
主
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
を
呼
び
寄
せ
て

言
わ
れ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
が
た
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
異
邦
人
の
間
で
は
支
配
者
た
ち
が
民
を
支
配
し
、
偉
い
人
た
ち
が
権
力

を
振
る
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
た
の
中
で
偉
く
な
り
た
い
者
は
、

皆
に
仕
え
る
者
に
な
り
、 

い
ち
ば
ん
上
に
な
り
た
い
者
は
、
皆
の
僕
に
な
り
な
さ
い
。
人
の
子
が
、
仕
え
ら
れ
る

た
め
で
は
な
く
仕
え
る
た
め
に
、
ま
た
、
多
く
の
人
の
身
代
金
と
し
て
自
分
の
命
を
献
げ
る
た
め
に
来
た
の
と
同

じ
よ
う
に
。」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
に
、
本
当
の
救
い
主
は
、
主
イ
エ
ス
は
、
王
様
の
よ
う
に
こ
の
世
に
お
い
て
権
力
を
ふ
る
い
、
人
々
に
仕
え

ら
れ
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
人
々
に
仕
え
ら
れ
る
王
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
反
対
に
、
ご
自
分

の
こ
と
を
、
そ
し
て
神
の
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
の
た
め
に
仕
え
て
く
だ
さ
る
方
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
た
だ
召
使
い
の
よ
う
に
仕
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
人
々
の
た
め
に
、
そ
の
罪
か
ら
人
々

を
解
き
放
つ
た
め
の
代
金
と
し
て
自
ら
の
命
を
さ
さ
げ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
形
で
、
命
を
支
払
っ
て
で
も
仕
え
て

く
だ
さ
る
方
だ
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ば
命
を
さ
さ
げ
て
く
だ
さ
る
究
極
の
僕
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
、
本
当

の
救
い
主
の
使
命
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
本
当
の
救
い
主
の
左
右
に
座
る
と
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
ら
を
捧
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
死
の

苦
し
み
を
も
担
っ
て
く
だ
さ
る
方
の
姿
に
倣
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
主
イ
エ
ス
の
左
右
に
座
る

こ
と
と
は
、
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ハ
ネ
の
母
親
が
望
み
、
当
人
た
ち
も
望
ん
だ
こ
と
と
は
、
自
分
た
ち
が
こ
の
世
の
栄
誉

を
求
め
る
こ
と
で
も
、
力
を
求
め
る
こ
と
で
も
、
こ
の
世
に
お
い
て
人
々
に
仕
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
く
て
、
人
々
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に
仕
え
る
人
に
な
る
こ
と
な
の
で
し
た
。
彼
ら
は
、
自
ら
は
そ
の
意
味
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
を
望
ん
で
い

た
の
か
、
自
分
で
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
誤
解
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、な
お
、実
際
に
主
イ
エ
ス
の
十
字
架
と
い
う
出
来
事
に
直
面
し
、人
々
に
命
を
捧
げ
て
仕
え
て
く
だ
さ
っ

て
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
主
イ
エ
ス
の
お
姿
を
拝
見
し
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
が
与
え
ら
れ
て
、
彼
ら
自

身
も
ま
た
神
の
、
そ
し
て
神
の
愛
す
る
人
々
の
た
め
に
仕
え
る
僕
と
な
っ
て
い
く
人
生
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

人
の
幸
い
は
け
っ
し
て
自
分
の
た
め
だ
け
の
人
生
の
な
か
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
人
を
従
わ
せ
人
を

仕
え
さ
せ
る
だ
け
の
人
生
に
は
、
本
当
の
幸
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
の
力
を
誇
っ
た
人
で
も
、

寂
し
さ
や
苦
し
み
の
な
か
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
満
の
な
か
、
悲
劇
の
生
涯
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

人
は
枚
挙
に
い
と
ま
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
周
囲
の
人
々
に
仕
え
る
人
生
に
お
い
て
こ
そ
、
本
当
の
自
己
実
現
も
か
な
い
、
あ
る
い
は
喜
び
が
実
現

し
て
い
く
の
で
す
。
人
に
仕
え
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
な
ら
、
自
分
の
幸
い
ば
か
り
を
求
め
る
人
生
で
は
な
く
て
、

人
に
仕
え
る
道
を
歩
み
ま
し
ょ
う
。そ
う
す
れ
ば
、気
が
つ
い
た
と
き
、多
く
の
人
々
が
あ
な
た
を
支
え
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
よ
り
よ
き
道
を
歩
ん
で
ゆ
け
る
で
し
ょ
う
。
周
り
の
方
々
に
仕
え
、
人
々
か
ら
「
あ

り
が
と
う
」
と
い
わ
れ
る
と
き
与
え
ら
れ
る
喜
び
な
く
し
て
本
当
の
幸
い
な
人
生
は
な
い
の
で
す
。
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ま
ず
、
あ
な
た
の
た
め
に
、
神
の
子
、
主
イ
エ
ス
が
、
命
を
さ
さ
げ
て
仕
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
十
字
架
に
献
げ
ら
れ
た
主
イ
エ
ス
の
命
の
故
に
、
あ
な
た
が
人
々
を
愛
し
仕
え
る
た
め
の
力
も
ま
た
既

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
理
解
で
き
な
か
っ
た
弟
子
た
ち
で
し
た
が
、
そ
ん
な
弟
子
た
ち
に
対
す
る
神
の
ご

計
画
は
、
ま
さ
に
こ
の
弟
子
た
ち
が
「
仕
え
る
」
人
生
を
歩
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
神
の
ご
計
画
は
、
主
イ
エ
ス

が
言
わ
れ
た
と
お
り
実
現
し
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
に
対
す
る
神
の
ご
計
画
も
ま
た
「
仕
え
る
人
」
と
な
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
勇
気
も
決
心
も
実
行
力
も
神
か
ら
必
要
な
と
き
に
必
要
な
だ
け
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
神
の
愛
の
光
、
御
栄
光
が
こ
の
世
に
お
い
て
も
輝
く
の
で
す
。
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「
思
い
悩
み
」

東
北
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

松　

井　

浩　

樹

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
六
章
二
五
節
～
三
四
節

 

25
「
だ
か
ら
、
言い

っ
て
お
く
。
自じ

分ぶ
ん

の
命
い
の
ち
の
こ
と
で
何な
に

を
食た

べ
よ
う
か
何な
に

を
飲の

も
う
か
と
、
ま
た
自じ

分ぶ
ん

の

体か
ら
だの
こ
と
で
何な
に

を
着き

よ
う
か
と
思お
も

い
悩な
や

む
な
。
命
い
の
ち
は
食た

べ
物も
の

よ
り
も
大た
い

切せ
つ

で
あ
り
、
体
か
ら
だ
は
衣い

服ふ
く

よ
り
も
大た
い

切せ
つ

で
は
な
い
か
。
26
空そ
ら

の
鳥と
り

を
よ
く
見み

な
さ
い
。
種た
ね

も
蒔ま

か
ず
、
刈か

り
入い

れ
も
せ
ず
、
倉く
ら

に
納お
さ

め
も
し
な
い
。

だ
が
、
あ
な
た
が
た
の
天て
ん

の
父ち
ち

は
鳥と
り

を
養
や
し
な

っ
て
く
だ
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥と
り

よ
り
も
価か

値ち

あ
る
も
の

で
は
な
い
か
。
27
あ
な
た
が
た
の
う
ち
だ
れ
が
、
思お
も

い
悩な
や

ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寿じ
ゅ

命み
ょ
うを
わ
ず
か
で
も
延の

ば
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
28
な
ぜ
、衣い

服ふ
く

の
こ
と
で
思お

も

い
悩な

や

む
の
か
。
野の

の
花は

な

が
ど
の
よ
う
に
育そ

だ

つ
の
か
、

注ち
ゅ
う

意い

し
て
み
な
さ
い
。
働
は
た
ら
き
も
せ
ず
、
紡つ
む

ぎ
も
し
な
い
。
29
し
か
し
、
言い

っ
て
お
く
。
栄え
い

華が

を
極き
わ

め
た
ソ

ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
花は
な

の
一
つ
ほ
ど
に
も
着き

飾か
ざ

っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
30
今き
ょ
う日
は
生は

え
て
い
て
、
明あ

日す

は
炉ろ

に
投な

げ
込こ

ま
れ
る
野の

の
草く
さ

で
さ
え
、
神か
み

は
こ
の
よ
う
に
装
よ
そ
お

っ
て
く
だ
さ
る
。
ま
し
て
、
あ
な
た
が
た

に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
信し
ん

仰こ
う

の
薄う
す

い
者も
の

た
ち
よ
。
31
だ
か
ら
、『
何な
に

を
食た

べ
よ
う
か
』『
何な
に
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を
飲の

も
う
か
』『
何な
に

を
着き

よ
う
か
』
と
言い

っ
て
、
思お
も

い
悩な
や

む
な
。
32
そ
れ
は
み
な
、
異い

邦ほ
う

人じ
ん

が
切せ
つ

に
求も
と

め
て

い
る
も
の
だ
。
あ
な
た
が
た
の
天て
ん

の
父ち
ち

は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必ひ
つ

要よ
う

な
こ
と
を
ご
存ぞ
ん

じ

で
あ
る
。
33
何な
に

よ
り
も
ま
ず
、
神か
み

の
国く
に

と
神か
み

の
義ぎ

を
求も
と

め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
み
な

加く
わ

え
て
与あ
た

え
ら
れ
る
。
34
だ
か
ら
、
明あ

日す

の
こ
と
ま
で
思お
も

い
悩な
や

む
な
。
明あ

日す

の
こ
と
は
明あ

日す

自み
ず
から
が
思お
も

い

悩な
や

む
。
そ
の
日ひ

の
苦く

労ろ
う

は
、
そ
の
日ひ

だ
け
で
十
じ
ゅ
う

分ぶ
ん

で
あ
る
。」

　

今
日
の
聖
書
は
「
思
い
悩
む
な
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
２
０
０
０
年
前
の
人
間
も
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
と
同
じ
く
、
大
い
に
「
思
い
悩
み
」
に
生
き
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
人
間
は
今
も
昔
も
い
か
に
「
思
い
悩
み
」
つ
つ
生
き
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
真
面
目
に
き
ち
ん
と
目
標
を
掲
げ
て
、
考

え
つ
つ
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
「
思
い
悩
み
」
は
深
い
も
の
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
私

た
ち
は
、
例
え
ば
趣
味
に
没
頭
し
た
り
、
気
分
転
換
を
し
た
り
、
問
題
を
直
視
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
ま
た
誰
か

に
相
談
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
大
方
の
人
が
う
ま
く
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
「
思
い
悩
み
」

に
つ
き
あ
っ
て
生
き
て
い
る
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
現
実
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。



−42−−43−

「
思
い
悩
み
」･･･

仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の「
煩
悩
」で
あ
り
ま
す
。
こ
の
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
と「
悟
り
の
境
地
」

に
達
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
「
悟
り
の
境
地
」
は
、
朝
起
き
た
ら
い
つ
の
間
に
か
「
悟
り
の
境
地
」
に
達

し
て
い
た
な
ん
て
こ
と
は
起
こ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
達
す
る
た
め
に
は
様
々
な
厳
し
い
修
行
を
長
期
間
、
実
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
ブ
ッ
タ
で
さ
え
も
、
六
年
間
の
山
籠
り
を
し
て
、
苦
行
を
経
験
し
て
「
悟
り
の

境
地
」
に
達
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
主
イ
エ
ス
が
「
思
い
悩
む
な
」
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
別
な
修
行
や
、
苦
行
は

語
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
文
脈
か
ら
す
る
と
、
そ
う
い
う
行
為
、
行
動
に
よ
っ
て
悩
み
が
無
く
な
る
、
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
思
い
悩
み
」
は
今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、

な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
い
や
、
２
０
０
０
年
前
よ
り
も
現
代
社
会
の
方
が
複
雑
で
、
そ
の
悩
み
は
深
化
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
「
思
い
悩
み
」
に
支
配
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
「
思
い
悩
む
」
こ
と
を
超
え
る
神
の
守
り
と
導
き
が
必
ず
あ
る
、
だ
か
ら
思
い
悩
む
こ
と
な
く
、
神
を
信

じ
て
今
を
生
き
て
い
く
。
こ
れ
が
聖
書
の
文
脈
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
た
だ
無
責
任
に
「
神
が
い
る
の
だ
か
ら
、
気
楽
に
歩
ん
で
ゆ
き
ま
し
ょ
う
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖

書
の
言
葉
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。　

ま
ず
、
二
五
節
の
言
葉
で
す
。「
だ
か
ら
、
言
っ
て
お
く
。
自
分
の
命
の
こ
と

で
何
を
食
べ
よ
う
か
何
を
飲
も
う
か
と
思
い
悩
む
な
。
命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
も
大
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切
で
は
な
い
か
」。
日
々
の
生
活
で
の
「
思
い
悩
み
」
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
べ
る
も
の
で
あ
れ
、
着
る
も
の
で
あ
れ
、
贅
沢
を
言
わ
な
い
限
り
あ
る
の
で
す
か
ら
。

し
か
し
、
こ
の
聖
書
が
描
か
れ
た
当
時
の
生
活
に
照
ら
し
ま
す
と
、
問
題
は
深
刻
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
の
よ
う

で
は
な
い
の
で
す
。
不
自
由
が
な
い
人
は
、
ほ
ん
の
一
部
の
人
々
で
あ
っ
て
、
大
多
数
の
人
々
は
そ
の
日
の
生
活

が
大
変
で
あ
っ
た
の
で
す
。
今
日
食
べ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
う
状
況

も
十
分
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、
主
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
主
イ

エ
ス
は
こ
う
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。「
自
分
の
命
の
こ
と
、自
分
の
体
の
こ
と
」
で
「
思
い
悩
む
な
」
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
、「
自
分
の
命
・
自
分
の
体
」、
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
命
」
は
「
魂
」
と
考
え
て

結
構
で
す
。
つ
ま
り
内
面
の
問
題
、
心
の
問
題
を
さ
し
ま
す
。
私
た
ち
の
「
心
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
満
た
さ

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
と
り
わ
け
、
私
た
ち
が
属
す
る
現
代
社
会
の
心
は
、
何
を
頼
り
に
、
ど
こ
を
向
い
て
行

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
相
変
わ
ら
ず
、
耳
を
ふ
さ
ぎ
た
く
な
る
よ
う
な
事
件
が
た
び
た
び
お
こ
り
え

ま
す
。
経
済
不
況
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
物
価
高
騰
、
に
も
関
わ
ら
ず
税
金
は
増
え
て
お
り
ま
す
。

ま
す
ま
す
生
活
を
し
に
く
い
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

「
体
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
体
」
で
す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
に
沸
き
あ
が
る
、
科
学
の
目
覚
ま
し
い
進
歩
は
歓
迎
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
な
し
の
高
齢
化
の
問
題
、
介
護
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
少
子
化
や
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過
疎
化
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
命
、
体
、
い
ず
れ
も
大
変
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
考
え

る
と
、
誰
も
が
「
思
い
悩
み
」
に
生
き
て
い
る
、
い
や
「
思
い
悩
」
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
一
人
一
人
が
置
か

れ
て
い
る
、
な
い
し
置
か
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
主
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
る
の
で
す
。「
思
い
悩
む
な
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
が
、
次
の
聖
書
の
言
葉

二
六
節
以
下
に
な
り
ま
す
。
鳥
、
そ
し
て
花
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
、
鳥
は
優
雅
に
空
を
飛
ん

で
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
見
え
る
の
は
私
た
ち
人
間
の
側
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
日
の
食
べ
物
を
得
る
た
め
に

懸
命
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
花
も
た
だ
時
期
が
来
た
と
き
だ
け
花
を
咲
か
せ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
で
、
花
粉
や
種
を
作
り
、
子
孫
を
残
そ
う
と
必
死
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
、自
然
を
見
な
が
ら
の
ん
び
り
と
生
き
て
い
こ
う
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

大
切
な
の
は
、
そ
の
あ
と
の
言
葉
と
な
り
ま
す
。「
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
鳥
を
養
っ
て
下
さ
る
」
と
い
う
言
葉

で
す
。
花
の
場
合
で
す
と
、
三
十
節
で
す
。
神
が
養
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
神
が
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
神
が
導
い

て
お
ら
れ
る
こ
と
を
鳥
と
花
を
通
し
て
み
な
さ
い
、
こ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
す
。

　

震
災
か
ら
三
年
が
た
ち
ま
し
た
。「
思
い
悩
む
な
」。直
接
的
、短
絡
的
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。よ
く
考
え
て
、

き
ち
ん
と
消
化
し
て
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
受
け
取
り
た
い
と
思
う
の
で
す
。
背
後
に
あ
る
、
神
の
守
り
と
導
き
を

心
か
ら
感
謝
し
て
、
新
し
い
生
を
営
ん
で
ま
い
り
た
い
。
そ
う
願
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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祈
り

主
な
る
神
、
礼
拝
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
よ
い
季
節
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
場
そ
の
場
で
、
守
ら
れ
て
今
日
を

迎
え
て
お
り
ま
す
。
感
謝
す
る
心
を
は
ぐ
く
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
ま
た
、
新
し
い
希
望
を
も
っ
て
大
学
生
活
を

過
ご
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
小
さ
な
祈
り
、
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。
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「LIFE, LIG
H

T A
N

D
 LO

V
E FO

R
 TH

E W
O

R
LD

」　　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
東
北
学
院
榴
ケ
岡
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

西
間
木　
　
　

順

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
十
五
章
十
七
節

 「 

17
互た
が

い
に
愛あ
い

し
合あ

い
な
さ
い
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
命め
い

令れ
い

で
あ
る
。」　
　

皆
さ
ん
は
東
北
学
院
大
学
の
ス
ク
ー
ル
モ
ッ
ト
ー
を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

「LIFE, LIG
H

T A
N

D
 LO

V
E FO

R TH
E W

O
RLD

」
で
あ
り
ま
す
。
大
学
設
置
50
周
年
を
記
念
に
制
定
さ
れ
た

東
北
学
院
大
学
の
教
育
理
念
を
示
す
標
語
で
す
。LIFE
、LIG

H
T

、LO
V

E

の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
を
と
っ
て
、
３

Ｌ
精
神
と
言
い
、
東
北
学
院
の
卒
業
生
に
親
し
ま
れ
て
い
る
、
標
語
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
３
Ｌ
精
神
に
つ
い
て
、

共
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

1919

年
大
正
8
年
、
仙
台
市
中
心
で
、
大
規
模
な
火
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
７
０
０
戸
が
焼
け
て
し
ま
い
ま

し
た
。
東
北
学
院
の
中
等
部
の
校
舎
も
火
災
に
よ
り
、
全
焼
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
火
災
か
ら
二
年
後
あ
ま
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り
経
っ
て
、
新
し
い
校
舎
を
建
て
ま
し
た
。
こ
の
校
舎
の
正
面
入
り
口
の
真
上
に
、LIFE

、LIG
H

T

、LO
V

E

の

三
つ
の
言
葉
が
刻
ま
れ
ま
し
た
。
東
北
学
院
の
再
建
、
復
興
の
標
語
と
な
り
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
が
学
内
の
公
式
文
書
に
お
い
て
、
こ
の
３
Ｌ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
当
時
、
東
北
学
院
と
関
係
が
あ
っ
た
教
会
の
機
関
紙
に
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
の
「
生
命
、

光
明
、
愛
」
と
い
う
説
教
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
は
、
学
校
の
礼
拝
に

お
い
て
、
こ
の
３
Ｌ
に
つ
い
て
、
よ
く
お
語
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
校
舎
を

建
て
た
と
き
に
、
こ
の
３
Ｌ
を
掲
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
の
「
生
命
、
光
明
、
愛
」
と
題
す
る
説
教
が
、
東
北
学
院
１
０
０
年
史
の
中
に
書

か
れ
て
あ
り
ま
す
。

「
国
民
と
し
て
光
輝
あ
る
日
本
の
将
来
に
貢
献
せ
ん
が
た
め
に
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
３
つ
の
も
の
を
持
た
な
け
れ

な
ら
な
い
と
思
う
。

生
命
と
は
、
普
通
の
生
命
、
す
な
わ
ち
肉
体
の
生
命
で
は
な
い
。
肉
体
的
の
生
命
は
早
晩
境
遇
に
負
け
て
滅
ん

で
失
せ
る
弱
い
も
の
で
あ
っ
て
、
真
の
生
命
で
は
な
い
。
真
の
生
命
は
神
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
し
て
、

こ
の
神
か
ら
来
る
生
命
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
勝
利
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
心
の
生
ま
れ
変
わ
っ
た
生
命
で

あ
る
。
聖
書
に
あ
る
永
遠
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
永
遠
の
生
命
に
よ
り
て
世
界
が
真
に
新
た
に
な
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
日
本
の
将
来
に
光
明
の
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
知
識
の
光
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
知
識
と
は
、
普
通

の
知
識
で
は
な
く
、
人
生
に
取
り
て
最
も
必
要
な
宇
宙
の
創
造
者
支
配
者
に
つ
き
、
人
生
の
真
の
道
真
の
目
的
に

つ
き
ま
た
人
生
の
運
命
に
つ
い
て
の
知
識
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
自
分
は
世
の
光
で
あ
る
と
宣

言
し
た
、
あ
の
光
で
あ
り
、
こ
の
光
明
を
自
己
に
所
有
す
る
人
格
者
と
な
り
、
こ
れ
を
広
く
世
に
伝
え
、
永
久
に

輝
く
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
将
来
の
国
民
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
『
愛
』
で
あ
る
。
…
我
ら
は
愛
は
世
界
に
お
い
て
最

大
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
又
同
時
に
世
界
最
大
の
要
求
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
日
愛
の
力
は
真
に
乏
し
く
、
現
代
文
明
の
最
大
の
欠
陥
は
愛
で
あ
る
。
…
…
愛
の
精
神
に
満
ち
溢
れ
、
真
心
か

ら
奉
仕
を
喜
ぶ
人
物
は
、
日
本
の
将
来
の
た
め
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
命
と
生
命
と
愛
と
は
将
来
の
日
本
人
が
ぜ
ひ
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
格
で
あ
り
、
そ
の
と
き

日
本
人
は
ま
た
『
人
類
の
一
人
と
し
て
光
輝
あ
る
生
涯
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
』。」

今
日
は
共
に
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
15
章
17
節
を
読
み
ま
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
生

命
、
光
明
、
愛
」
で
す
。
こ
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
生
命
、
光
明
、
愛
」
の
３
語
を
標
語
と

し
て
掲
げ
た
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
東
北
学
院
の
信
仰
の
告
白
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

少
し
補
足
説
明
を
い
た
し
ま
す
と
、
生
命
と
は
、
主
イ
エ
ス
を
通
し
て
私
た
ち
に
教
え
ら
れ
た
神
の
言
葉
を
、
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心
に
刻
む
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
は
、「
わ
た
し
は
命
の
パ
ン
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
聖
書
は
、

人
間
を
語
る
際
に
、
体
と
心
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
体
を
成
長
さ
せ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
神

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
心
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
礼
拝
の
中
で
、

こ
の
神
の
言
葉
を
聞
き
、
心
に
刻
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
慰
め
ら
れ
も
し
ま
す
し
、
励
ま

さ
れ
も
し
ま
す
。
生
き
る
力
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
光
と
は
、
私
た
ち
が
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
歩

む
道
を
照
ら
し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
ま
た
本
当
の
知
識
は
、神
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
旧
約
聖
書
、

箴
言
に
は
、「
主
を
畏
れ
る
こ
と
は
知
識
の
は
じ
め
」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
人
生
の
主

な
目
的
は
神
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
周
り
に
は
、
傷
つ
い
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
絶
望
の
中
で
、
あ
る
い
は
困
難
な
生
活
を
強
い
ら
れ

て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
の
命
を
尊
い
も
の
と
し
、
そ
の
人
に
、
本
当
の
慰
め
、
生
き
る
力

を
与
え
る
働
き
を
す
る
、
そ
れ
が
、
主
イ
エ
ス
に
な
ら
う
隣
人
へ
の
愛
の
実
践
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

LIFE, LIG
H

T, LO
V

E

と
い
う
３
Ｌ
精
神
を
通
し
て
、
常
に
そ
の
こ
と
を
東
北
学
院
は
教
え
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
多
く
の
卒
業
生
の
心
にLIFE, LIG

H
T, LO

V
E

と
言
う
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
東
北
学
院
の
卒
業
生
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
、
宣
教
師

を
送
る
団
体
に
送
っ
た
年
次
報
告
書
の
中
に
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。「They are christian in their living and 
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thinking

」。「
東
北
学
院
の
卒
業
生
は
、
み
な
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
た
と
え
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
く
て
も
。」

こ
の
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
の
思
い
は
、
今
も
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

〈
祈
り
〉

父
な
る
神

新
し
い
命
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
学
校
に
招
い
て
く
だ
さ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

あ
な
た
の
招
き
に
応
え
、
共
に
礼
拝
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
私
た
ち
が
心
に
あ
な
た
の
御
言
葉
で
あ
る
、
「LIFE　

LIG
H

T　

LO
V

E

」
を
刻
む
こ
と
が
で
き
ま
す

よ
う
に
。

そ
の
た
め
に
、
あ
な
た
の
御
言
葉
を
謙
虚
に
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
人
の
こ
と
を
も
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

そ
し
て
こ
の
学
校
に
集
う
す
べ
て
の
者
が
、
今
日
も
こ
の
学
校
に
来
て
良
か
っ
た
と
思
え
る
一
日
に
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

今
こ
の
場
に
お
り
ま
せ
ん
友
の
た
め
に
、
祈
る
心
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。

す
べ
て
の
こ
と
を
当
た
り
前
だ
と
思
う
の
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
感
謝
す
る
心
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
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こ
の
祈
り
尊
い
我
ら
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
命
は
人
間
を
照
ら
し
出
す
光
」

宗
教
部
長　

佐
々
木　

哲　

夫

詩
編
三
六
編
六
～
十
節
　

6
主し
ゅ

よ
、
あ
な
た
の
慈
い
つ
く
し
み
は
天て
ん

に

 

あ
な
た
の
真し
ん

実じ
つ

は
大お
お

空ぞ
ら

に
満み

ち
て
い
る
。

7
恵め
ぐ

み
の
御み

業わ
ざ

は
神か
み

の
山や
ま

々や
ま

の
よ
う

 

あ
な
た
の
裁さ
ば

き
は
大お
お

い
な
る
深し
ん

淵え
ん

。
 

主し
ゅ

よ
、
あ
な
た
は
人ひ
と

を
も
獣
け
も
の
を
も
救す
く

わ
れ
る
。

8
神か

み

よ
、
慈

い
つ
く

し
み
は
い
か
に
貴

と
う
と

い
こ
と
か
。

 

あ
な
た
の
翼
つ
ば
さ
の
陰か
げ

に
人ひ
と

の
子こ

ら
は
身み

を
寄よ

せ

9
あ
な
た
の
家い
え

に
滴
し
た
た
る
恵め
ぐ

み
に
潤
う
る
お
い

 

あ
な
た
の
甘か
ん

美び

な
流な
が

れ
に
渇か
わ

き
を
癒い
や

す
。

10
命い
の
ちの
泉
い
ず
み
は
あ
な
た
に
あ
り
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あ
な
た
の
光
ひ
か
り
に
、
わ
た
し
た
ち
は
光
ひ
か
り
を
見み

る
。

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
章
六
～
九
節
　

6
神か
み

か
ら
遣つ
か

わ
さ
れ
た
一ひ
と
り人
の
人ひ
と

が
い
た
。そ
の
名な

は
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。7
彼か
れ

は
証あ
か

し
を
す
る
た
め
に
来き

た
。

光ひ
か
りに
つ
い
て
証あ
か

し
を
す
る
た
め
、
ま
た
、
す
べ
て
の
人ひ
と

が
彼か
れ

に
よ
っ
て
信し
ん

じ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

8
彼か
れ

は
光
ひ
か
り
で
は
な
く
、
光
ひ
か
り
に
つ
い
て
証あ
か

し
を
す
る
た
め
に
来き

た
。

9
そ
の
光
ひ
か
り
は
、
ま
こ
と
の
光
ひ
か
り
で
、
世よ

に
来き

て
す
べ
て
の
人ひ
と

を
照て

ら
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

ク
リ
ス
マ
ス
の
視
座

神
の
超
越
的
実
在
と
地
上
の
有
限
的
実
在
が
交
差
し
た
出
来
事
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
か
ら
二
千

年
ほ
ど
経
っ
た
私
た
ち
は
、
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
何
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
預
言
者
イ

ザ
ヤ
が
見
た
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
誕
生
の
二
重
景
色
や
占
星
術
の
学
者
や
羊
飼
い
た
ち
が
訪
れ
た
乳
飲
み
子
な
ど
を
見

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
の
視
座
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
時
代
に
生
き
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
に

遡
ら
せ
て
メ
シ
ア
の
到
来
を
見
つ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
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命
の
光
の
到
来

さ
て
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
を
「
ま
こ
と
の
光
が
世
に
来
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
」

出
来
事
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
光
は
た
だ
の
光
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
福
音
書
記
者
は
、
当
該
文
脈
の

４
節
に
お
い
て
「
命
は
人
間
を
照
ら
す
光
で
あ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
光
と
し

て
到
来
し
、
し
か
も
、
命
の
光
と
し
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
の
で
す
。
暗
闇
の
中
に
輝
く
光
で
あ

る
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
そ
の
実
体
は
、
命
で
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
飾
る
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
や

ロ
ウ
ソ
ク
の
光
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
死
と
対
照
さ
れ
る
命
の
光
が
こ
の
世
に
到
来
し
た
の
で
す
。

最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
二
千
年
ほ
ど
経
過
し
た
時
代
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
で
す
が
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
よ

う
に
命
の
到
来
を
身
近
な
出
来
事
と
し
て
実
感
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
出
来
事
を
バ
ッ
ク
・
ラ
イ

ト
の
よ
う
に
浮
き
彫
り
に
す
る
詩
編
36
編
10
節
「
命
の
泉
は
あ
な
た
に
あ
り
、
あ
な
た
の
光
に
、
わ
た
し
た
ち
は

光
を
見
る
」
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
か
ら
ず
詩
編
の
注
解
者
た
ち
は
、
こ
の
章
句
を
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
誕
生
と
共
鳴
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

命
の
泉
を
求
め
て

さ
て
、
詩
編
の
記
者
は
、
命
そ
の
も
の
で
あ
る
神
ご
自
身
を
ま
こ
と
の
光
・
命
の
泉
と
表
現
し
て
い
ま
す
。〈
泉
〉
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の
原
義
は
、
水
を
求
め
て
土
を
掘
る
動
作
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
井
戸
を
掘
る
と
い
う
日
常
的
な
状
況
で
は
な
く
、

乾
燥
地
帯
の
者
が
水
を
求
め
て
一
生
懸
命
に
土
を
掘
る
姿
を
反
映
し
て
の
言
葉
で
す
。〈
泉
〉
は
、
旧
約
聖
書
に
18

回
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
数
箇
所
を
参
照
し
ま
す
。

預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
主
を
捨
て
る
こ
と
は
悪
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
命
の
泉
〔
源
〕
を
捨
て
た
」
と
表
現
し
て

い
ま
す
。（
２
・
13
、
17
・
13
）。
ま
た
、
預
言
者
ゼ
カ
リ
ヤ
は
、
偶
像
崇
拝
者
や
偽
預
言
者
た
ち
を
一
掃
す
る
「
罪

と
汚
れ
を
洗
い
清
め
る
一
つ
の
泉
が
開
か
れ
る
」（
13
・
１
）
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
か
な
り
の
緊

急
状
況
を
描
写
す
る
も
の
で
す
。
私
た
ち
が
注
目
す
る
言
葉
は
、
箴
言
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
主
を
畏
れ
る
こ
と

は
命
の
源
〔
泉
〕、
死
の
罠
を
避
け
さ
せ
る
」（
14
・
27
）
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
を
浮
き
彫
り
に
す
る
バ
ッ

ク
・
ラ
イ
ト
と
し
て
響
い
て
き
ま
す
・
す
な
わ
ち
、
ま
こ
と
の
光
・
命
の
光
の
到
来
に
立
ち
会
う
者
の
姿
は
、
主

を
畏
れ
る
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
「
あ
の
方
は
栄
え
、
わ
た
し
は
衰
え
ね
ば

な
ら
な
い
」（
ヨ
ハ
ネ
３
・
30
）
を
連
想
さ
せ
ま
す
。

　
　
　

私
た
ち
を
見
つ
め
る
時

さ
て
、
旧
約
聖
書
の
人
々
や
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
の
人
々
は
、
メ
シ
ア
の
到
来
を
待
望
し
ま
し
た
。
換
言

す
る
な
ら
ば
、
人
間
か
ら
神
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
そ
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の
方
向
を
逆
転
さ
せ
ま
し
た
。
ま
こ
と
の
光
が
、
世
に
来
た
と
い
う
の
で
す
・
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
と
い
う
の

で
す
。
神
ご
自
身
で
あ
る
命
の
光
が
私
た
ち
の
方
向
に
向
か
っ
て
到
来
し
た
の
で
す
。
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ス
マ

ス
に
、
命
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
私
た
ち
自
身
を
見
つ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
天
か
ら
の
恵
み
、
地
に
満
ち
て
」

大
学
宗
教
主
任　

野　

村　
　
　

信

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
章
一
四
～
一
五
節

14
ヨ
ハ
ネ
が
捕と

ら
え
ら
れ
た
後の
ち

、イ
エ
ス
は
ガ
リ
ラ
ヤ
へ
行い

き
、神か
み

の
福ふ
く

音い
ん

を
宣の

べ
伝つ
た

え
て
、15「
時と
き

は
満み

ち
、

神か
み

の
国く
に

は
近ち
か

づ
い
た
。
悔く

い
改
あ
ら
た
め
て
福ふ
く

音い
ん

を
信し
ん

じ
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。

今
、
お
読
み
し
ま
し
た
聖
書
に
は
、「
ヨ
ハ
ネ
が
捕
ら
え
ら
れ
た
後
、
イ
エ
ス
は
ガ
リ
ラ
ヤ
に
行
き
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
人
々
の
中
で
活
躍
し
て
い
た
ヨ
ハ
ネ
が
捕
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
に
、
悲
し
い
出
来
事
を
マ
ル
コ
は
あ
っ
さ
り
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
当
時
、
捕
ら
え
ら
れ
て
獄
に
投
ぜ
ら
れ

る
と
、
処
刑
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
簡
単
に
ヨ
ハ
ネ
の

捕
縛
を
書
き
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
語
ら
ず
に
、
済
ま
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
誰
に
捕
ら
え
ら
れ

た
の
か
、
な
ぜ
捕
ら
え
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
一
切
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
を
す
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こ
し
ず
つ
読
み
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
、
ヨ
ハ
ネ
こ
と
に
つ
い
て
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
気
か
か
り

ま
す
。　

し
か
も
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
人
物
は
、
当
時
人
々
か
ら
最
も
尊
敬
さ
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
た
人
で
し
た
。
人
々
は
続
々

と
ヨ
ハ
ネ
の
も
と
に
出
か
け
、
教
え
を
受
け
、
洗
礼
を
授
け
ら
れ
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼

を
受
け
た
の
で
す
。
そ
の
ヨ
ハ
ネ
が
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
を
マ
ル
コ
は
、
こ
ん
な
風
に
あ
っ
さ
り
と
扱
か
っ
て
い

ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
対
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
を
抱
く
こ
と
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
点
に 

拘
こ
だ
わ

っ
て
、
し
ば
ら
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
こ
に
は
実
に
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
点
か
ら
語
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
語
っ
た
言
葉
に
注
目
し
た
い
の
で
す
。
七
節
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
、

か
が
ん
で
そ
の
方
の
履は
き

物も
の

の
ひ
も
を
解
く
値
打
ち
も
な
い
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
で
す
。
当
時
、
履
物
の
ひ
も

を
解
く
の
は
最
低
の
身
分
で
あ
る
奴
隷
の
仕
事
で
あ
る
と
、
以
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
つ
ま
り
ヨ
ハ
ネ
は
、

自
分
は
奴
隷
に
す
ら
な
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
前
で
は
、
ま
っ
た
く
無
価
値
で
、
無
意
味
な
存
在
で

あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
言
い
換
え
ま
す
と
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
登
場
は
、
人
間
の
尊
厳
や
名
声
、
活
躍
な
ど
比
較
に
な

ら
な
い
ほ
ど
、は
る
か
に
高
貴
で
、卓
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
主
イ
エ
ス
が
人
々
の
前
に
登
場
さ
れ
、
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神
の
福
音
を
伝
え
始
め
た
、
そ
れ
は
世
界
の
歴
史
に
と
っ
て
一
度
だ
け
の
、
最
大
の
出
来
事
が
開
始
さ
れ
、
そ
の

出
来
事
の
前
で
は
、
人
々
か
ら
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
人
で
す
ら
、
影
を
潜
め
、
姿
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
語
り
ま
す
と
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
、
こ
の
時
ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な

い
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
聞
い
て
、「
な
ん
と
悲
惨
な
こ
と
か
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
ヨ
ハ
ネ
よ
、
本

当
に
今
ま
で
よ
く
や
っ
た
、
御
苦
労
だ
っ
た
」
と
、
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
も
掛
け
た
様
子
は
な
い
の
で
す
。
さ
ら
に

一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
実
際
ヨ
ハ
ネ
は
ヘ
ロ
デ
大
王
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
ヘ
ロ
デ
に

対
し
て
、「
こ
ん
な
良
い
働
き
を
し
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
イ
エ
ス
は
、

怒
っ
た
り
、
批
判
す
ら
し
て
い
な
い
の
で
す
。

た
だ
、
キ
リ
ス
ト
は
「
時
は
満
ち
、
神
の
国
は
近
付
い
た
。
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
じ
な
さ
い
」
と
故
郷
の
ガ

リ
ラ
ヤ
の
人
々
に
告
げ
始
め
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
主
イ
エ
ス
は
、
人
間
の
悲
し
み
も
、
不
条
理
な
出
来
事
も

社
会
の
不
正
や
横
暴
に
対
し
て
も
全
然
触
れ
な
い
で
、「
福
音
」
と
い
う
「
喜
ば
し
い
知
ら
せ
」
を
告
げ
る
こ
と
を
、

最
大
の
目
標
、
最
高
の
課
題
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
の
沈
黙
と
い
う
の
は
、
実
は
、
神
の
福
音
の
偉
大
さ
、
尊
さ
、
難
し
い
言
葉

で
言
い
ま
す
と
、「
唯
一
無
比
性
」
と
い
う
崇
高
で
、
比
類
の
な
い
大
切
な
出
来
事
を
伝
え
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
大
切
な
出
来
事
の
前
に
、
す
べ
て
の
地
上
の
営
み
が
沈
黙
す
る
、
い
や
小
さ
く
な
る
、
消
え
て
な
く
な
る

か
の
よ
う
に
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
光
り
輝
き
、
ま
ば
ゆ
く
世
界
を
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
今
、
こ
の
午
前
中
に
も
空
の
星
は
輝
い
て
い
ま
す
が
、
昼
間
の
太
陽
の
光
で
星
が
す
っ
か
り
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
雨
が
た
く
さ
ん
降
れ
ば
、
庭
木
に
水
を
や
っ

た
り
、
畑
に
水
を
引
く
と
い
う
人
間
の
作
業
が
不
要
に
な
る
、
あ
る
い
は
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
、
天
か
ら
嬉
し
い
、

恵
み
の
雨
が
地
上
に
た
っ
ぷ
り
と
降
り
注
ぐ
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
恵
み
を
神
か
ら
、
天
か
ら
注
ぎ
か
け
ら
れ
て
、
私
た
ち
の
営
み
、
私
た
ち
の

全
て
が
光
に
つ
つ
ま
れ
る
、
豊
か
に
潤
う
る
お
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
の
沈
黙
は
、
裏
返
す
と
、
神
の
福
音
の
偉
大
さ
、
崇
高
さ
の
ゆ
え
で
あ
り
、
こ
こ
に
私
た
ち

に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
命
の
豊
か
さ
、
喜
び
、
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
希
望
と
幸
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

主
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
ま
す
。「
時
は
満
ち
、
神
の
国
は
近
づ
い
た
。
悔
い
改
め
て
福
音
を
信
じ
な
さ
い
」
と
。
二

度
も
、
こ
の
短
い
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
コ
は
「
福
音
」、
す
な
わ
ち
天
か
ら
の
喜
ば
し
い
知
ら
せ
と
い
う
意
味
の
言
葉
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を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
マ
ル
コ
は
そ
の
く
ら
い
福
音
の
到
来
を
喜
び
、
ま
た
大
切
な
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ま

し
た
。　

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
を
読
み
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
福
音
の
光
が
さ
し
始
め
ま
し
た
。
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
が
宣
教
の
旅
を
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
日
々
の
歩
み
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
の
中
に
広
が
る
福
音
の

光
を
喜
び
、
感
謝
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
足
取
り
を
幸
い
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
祈
り
し
ま
す
。

主
な
る
神
様
、
本
日
は
主
イ
エ
ス
様
が
福
音
宣
教
を
開
始
し
た
個
所
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
に

関
し
て
の
沈
黙
が
、
ま
さ
に
私
た
ち
人
類
、
世
界
へ
、
あ
な
た
か
ら
の
大
き
な
光
の
輝
き
、
恵
み
の
降
り
注
ぎ
で

あ
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、
私
た
ち
を
こ
の
福
音
の
光
、
恵
み
で
活
き
活
き
と
生
か
し
て
く

だ
さ
い
。
何
よ
り
も
学
生
一
人
一
人
の
学
び
と
そ
の
歩
み
を
祝
し
、
導
い
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
お
祈
り
を
主
の
御

名
に
よ
っ
て
お
捧
げ
い
た
し
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
大
学
礼
拝　

十
一
月
七
日
）
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説
教
「
希
望
の
源
」

大
学
宗
教
主
任　

原　

口　

尚　

彰

1
主し
ゅ

は
ア
ブ
ラ
ム
に
言い

わ
れ
た
。

「
あ
な
た
は
生う

ま
れ
故こ

郷
き
ょ
う

 

父ち
ち

の
家い
え

を
離は
な

れ
て

 

わ
た
し
が
示し
め

す
地ち

に
行い

き
な
さ
い
。

2
わ
た
し
は
あ
な
た
を
大お
お

い
な
る
国こ
く

民み
ん

に
し

 

あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

し
、
あ
な
た
の
名な

を
高た
か

め
る

 

祝
し
ゅ
く

福ふ
く

の
源

み
な
も
とと

な
る
よ
う
に
。

3
あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

す
る
人ひ
と

を
わ
た
し
は
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

し

 

あ
な
た
を
呪の
ろ

う
者も
の

を
わ
た
し
は
呪の
ろ

う
。

 

地ち

上じ
ょ
うの
氏し

族ぞ
く

は
す
べ
て

 

あ
な
た
に
よ
っ
て
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

に
入は
い

る
。」
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4
ア
ブ
ラ
ム
は
、
主し
ゅ

の
言こ
と

葉ば

に
従
し
た
が

っ
て
旅た
び

立だ

っ
た
。
ロ
ト
も
共と
も

に
行い

っ
た
。

 

ア
ブ
ラ
ム
は
、
ハ
ラ
ン
を
出
し
ゅ
っ

発ぱ
つ

し
た
と
き
七
五
歳さ
い

で
あ
っ
た
。

5
ア
ブ
ラ
ム
は
妻つ
ま

の
サ
ラ
イ
、
甥お
い

の
ロ

ト
を
連つ

れ
、
蓄
た
く
わ
え
た
財ざ
い

産さ
ん

を
す
べ
て
携
た
ず
さ
え
、
ハ
ラ
ン
で
加く
わ

わ
っ
た
人ひ
と

々び
と

と
共と
も

に
カ
ナ
ン
地ち

方ほ
う

に
入は
い

っ
た
。

6
ア
ブ
ラ
ム
は
そ
の
地ち

を
通と
お

り
、
シ
ケ
ム
の
聖せ
い

所じ
ょ

、
モ
レ
の
樫か
し

の
木き

ま
で
来き

た
。
当と
う

時じ

、
そ
の
地ち

方ほ
う

に
は

カ
ナ
ン
人じ
ん

が
住す

ん
で
い
た
。

7
主し
ゅ

は
ア
ブ
ラ
ム
に
現
あ
ら
わ
れ
て
、
言い

わ
れ
た
。

「
あ
な
た
の
子し

孫そ
ん

に
こ
の
土と

地ち

を
与あ
た

え
る
。」

8
ア
ブ
ラ
ム
は
、
彼か
れ

に
現
あ
ら
わ
れ
た
主し
ゅ

の
た
め
に
、
そ
こ
に
祭さ
い

壇だ
ん

を
築き
ず

い
た
。

ア
ブ
ラ
ム
は
そ
こ
か
ら
ベ
テ
ル
の
東
ひ
が
し
の
山や
ま

へ
移う
つ

り
、
西に
し

に
ベ
テ
ル
、
東
ひ
が
し
に
ア
イ
を
望の
ぞ

む
所
と
こ
ろ
に
天て
ん

幕ま
く

を

張は

っ
て
、
そ
こ
に
も
主し
ゅ

の
た
め
に
祭さ
い

壇だ
ん

を
築き
ず

き
、
主し
ゅ

の
御み

名な

を
呼よ

ん
だ
。

9
ア
ブ
ラ
ム
は
更さ
ら

に
旅た
び

を
続つ
づ

け
、

ネ
ゲ
ブ
地ち

方ほ
う

へ
移う
つ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
創
世
記
一
二
・
一

－

九
）

人
間
の
生
活
に
は
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

青
年
は
未
来
に
生
き
、
壮
年
は
現
実
に
生
き
、
老
人
は
過
去
の
追
憶
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
青
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年
は
若
い
の
で
ま
だ
自
分
が
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
る
の
か
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
未
来
の
生
活
は
ま
だ
現
実
で

は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
様
々
な
可
能
性
が
開
け
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
し
た
意
志
を
持
ち
、
一
定
の
方

向
性
を
持
っ
て
努
力
を
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
壮
年
は

既
に
社
会
の
中
で
一
定
の
地
位
や
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
最
早
人
生
の

折
り
返
し
点
を
過
ぎ
て
お
り
、
後
戻
り
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
し
、
未
来
へ
の
選
択
肢
も
そ
れ
程
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。
老
人
に
な
る
と
残
さ
れ
た
人
生
の
時
間
は
長
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
現
役
を
引
退
し
て
い
る
の
で
、
思
い
は

ど
う
し
て
も
自
分
が
若
く
元
気
で
あ
り
、
楽
し
い
人
生
を
送
っ
て
い
た
こ
ろ
の
思
い
出
に
向
か
い
ま
す
。
老
人
が

家
族
や
知
人
に
同
じ
過
去
の
思
い
出
話
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
語
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

最
近
、
私
は
自
分
自
身
が
老
年
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
青
年
期
・
壮
年
期
・
老
年
期
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な

固
定
的
イ
メ
ー
ジ
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先
日
、
何
気
な
く
点
け
て
い
た

Ｂ
Ｓ
放
送
の
番
組
に
聖
路
加
国
際
病
院
名
誉
院
長
の
日
野
原
重
明
さ
ん
が
出
て
来
て
、
女
性
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
日
野
原
さ
ん
は
一
〇
三
才
の
内
科
医
で
あ
り
、
ご
高
齢
で
も
非
常
に
元
気

で
執
筆
や
講
演
活
動
に
忙
し
く
し
て
い
る
方
で
す
。
こ
の
時
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
言
葉
に
非
常
に
的
確
に
答
え
て

い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、「
年
を
と
っ
て
も
何
時
ま
で
も
若
々
し
さ
を
保
つ
秘
訣
は
何
で
す
か
」

と
い
う
質
問
を
す
る
と
、
規
則
正
し
い
生
活
を
し
て
健
康
を
保
つ
こ
と
や
、
何
か
生
き
が
い
を
持
つ
こ
と
の
他
に
、
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若
い
人
た
ち
と
交
わ
る
こ
と
や
、
何
か
自
分
が
や
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
だ
と
答
え
て
い
ま
し

た
。
一
〇
〇
才
を
超
え
た
人
が
新
し
い
こ
と
を
試
み
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
の
で
す
が
、
日
野

原
さ
ん
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
最
近
は
作
曲
や
指
揮
を
し
た
り
、
若
者
達
が
利
用
す
る
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
試
み
て

い
る
そ
う
で
す
。
確
か
に
、
年
を
取
っ
て
も
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
沢
山
あ
り

ま
す
。
世
界
は
未
知
と
不
思
議
に
満
ち
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も
良
い
の
で
す
が
、
新
し
い
こ
と
を

発
見
し
た
り
、
新
し
い
こ
と
を
試
み
て
み
る
こ
と
こ
そ
が
、
ど
の
年
代
の
人
間
に
と
っ
て
も
精
神
の
健
康
と
若
さ

を
保
つ
秘
訣
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

さ
て
、
今
日
の
聖
書
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
新
し
い
旅
、
新
し
い
人
世
の
冒
険
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
箇
所
で
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
先
祖
は
元
々
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
下
流
の
古
代
都
市
ウ
ル
の
辺
り
に
住
ん
で
い
ま

し
た
が
、
父
親
の
テ
ラ
の
時
代
に
、
上
流
の
ハ
ラ
ン
に
移
住
し
て
い
ま
し
た
（
創
一
一
・
二
七
―
三
二
）。
こ
の
ハ

ラ
ン
に
い
る
と
き
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
神
の
言
葉
が
臨
ん
で
、
神
が
指
し
示
す
約
束
の
地
に
旅
立
つ
よ
う
に
促
し

ま
し
た
。
そ
の
時
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
七
五
歳
の
老
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
神
の
言
葉
に
従
い
、
一
族
郎
党
を
引

き
連
れ
、
全
財
産
を
携
え
、
カ
ナ
ン
（
つ
ま
り
、
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
）
の
地
に
向
か
っ
て
や
っ
て
来
ま
し
た
（
創

一
二
・
一
―
九
）。
考
古
学
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
人
々
の
平
均
寿
命
は
四
十
才
以
下
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
、
当
時
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
平
均
寿
命
を
三
十
才
以
上
超
え
た
老
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
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り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
高
齢
の
人
物
に
神
は
約
束
の
地
を
示
し
て
旅
立
つ
よ
う
に
促
し
た
の
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ

ム
は
も
と
よ
り
高
齢
の
身
で
す
の
で
、
あ
と
何
年
生
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
こ
の
時
は
息
子
の
イ
サ
ク
も
生

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
的
に
は
全
く
見
通
し
が
な
い
ま
ま
に
、
神
の
言
葉
だ
け
を
頼
り
に
、
人
生
の
新
し
い
旅

立
ち
を
行
っ
た
の
で
し
た
。

そ
れ
は
、
紀
元
前
一
八
〇
〇
年
位
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
昔
の
こ
と
で
す
が
、
実
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
の

始
ま
り
を
示
す
出
来
事
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
神
の
言
葉
を
信
じ
て
従
う
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
住
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
・
イ
サ
ク
の
神
・
ヤ
コ
ブ

の
神
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
の
特
別
な
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
と
り
、
ハ
ラ
ン
と
い
う
土
地
は
父
親
の
時
代
か
ら
住
ん
で
い
る
慣
れ
親
し
ん
だ
土
地
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
自
分
の
現
在
の
生
活
の
基
盤
が
あ
り
、
頼
り
に
出
来
る
親
族
も
沢
山
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
約
束
の
地
を
得
る
こ
と
は
未
来
の
可
能
性
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
の
言

葉
の
故
に
、
現
在
の
生
活
よ
り
も
未
来
の
可
能
性
の
方
に
賭
け
て
旅
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
カ
ナ
ン
の
地
に

や
っ
て
来
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
、「
あ
な
た
の
子
孫
に
こ
の
地
を
与
え
よ
う
」
と
い
う
神
の
言
葉
が
臨
み
ま
す
が
（
創

一
二
・
七
）、
こ
の
約
束
が
実
現
す
る
の
は
五
百
年
位
経
っ
て
か
ら
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
は
カ
ナ
ン
の
地

で
は
寄
留
の
遊
牧
民
と
し
て
先
住
民
族
の
間
に
家
畜
を
追
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
手
紙
は
、
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こ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
約
束
を
し
た
神
が
真
実
な
方
で
あ
る
と
信
じ
続
け
、
希
望
を
持
っ
て
一
生
を
送
っ
た
と
語
っ

て
い
ま
す
（
ヘ
ブ
一
一
・
八
―
一
六
）。
未
来
へ
希
望
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
の
希
望
の
根
拠
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な
り
ま
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
未
来
の
希
望
の
根
拠
を
、
真
実
な
神
の
言
葉
に
置
き
、
そ
の
希
望
は
失
望
に
は
終

わ
ら
ず
、
実
現
し
た
こ
と
を
聖
書
は
語
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
聖
書
の
言
葉
の
中
に
、
将
来
の
人
生
の
確
か
な

礎
を
見
出
し
、
希
望
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
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「
考
え
直
し
て
信
じ
る
人
生
」

大
学
宗
教
主
任
　
出　

村　

み
や
子

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
一
章
二
八
～
三
二
章
　

28
「
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
た
ち
は
ど
う
思お
も

う
か
。
あ
る
人ひ
と

に
息む
す

子こ

が
二ふ
た

人り

い
た
が
、
彼か
れ

は
兄あ
に

の
と
こ
ろ
へ

行い

き
、『
子こ

よ
、今き
ょ
う日
、ぶ
ど
う
園え
ん

へ
行い

っ
て
働
は
た
ら
き
な
さ
い
』
と
言い

っ
た
。
29
兄あ
に

は
『
い
や
で
す
』
と
答こ
た

え
た
が
、

後あ
と

で
考
か
ん
が
え
直な
お

し
て
出で

か
け
た
。
30

弟
お
と
う
との
と
こ
ろ
へ
も
行い

っ
て
、
同お
な

じ
こ
と
を
言い

う
と
、
弟
お
と
う
とは
『
お
父と
う

さ
ん
、

承し
ょ
う

知ち

し
ま
し
た
』
と
答こ
た

え
た
が
、
出で

か
け
な
か
っ
た
。
31
こ
の
二ふ
た

人り

の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
父ち
ち

親お
や

の
望の
ぞ

み
ど

お
り
に
し
た
か
。」
彼か
れ

ら
が
「
兄あ

に

の
方ほ

う

で
す
」
と
言い

う
と
、イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
は
っ
き
り
言い

っ
て
お
く
。

徴ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
娼
し
ょ
う

婦ふ

た
ち
の
方ほ
う

が
、
あ
な
た
た
ち
よ
り
先さ
き

に
神か
み

の
国く
に

に
入は
い

る
だ
ろ
う
。
32
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ハ
ネ

が
来き

て
義ぎ

の
道み
ち

を
示し
め

し
た
の
に
、
あ
な
た
た
ち
は
彼か
れ

を
信し
ん

ぜ
ず
、
徴
ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
娼
し
ょ
う

婦ふ

た
ち
は
信し
ん

じ
た
か
ら
だ
。

あ
な
た
た
ち
は
そ
れ
を
見み

て
も
、
後あ
と

で
考
か
ん
が
え
直な
お

し
て
彼か
れ

を
信し
ん

じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。」
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本
日
選
び
ま
し
た
聖
書
箇
所
は
、
他
の
福
音
書
に
は
並
行
し
た
記
事
の
な
い
、
マ
タ
イ
福
音
書
だ
け
の
独
自
な

記
事
で
す
。
父
親
と
二
人
の
息
子
の
物
語
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
あ
る
有
名
な
放
蕩
息

子
の
譬
え
を
思
い
起
こ
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
今
ご
一
緒
に
歌
っ
た
讃
美
歌
二
四
三
番
に
は
、
金
持

ち
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
主
イ
エ
ス
の
招
き
に
従
い
え
な
か
っ
た
青
年
、
イ
エ
ス
が
捕
え
ら
れ
た
後
に
三
度
そ
ん
な

人
は
知
ら
な
い
と
否
認
し
た
ペ
ト
ロ
、
イ
エ
ス
の
復
活
に
際
し
て
、
そ
の
手
に
釘
跡
を
見
、
こ
の
指
を
釘
跡
に
入

れ
な
け
れ
ば
信
じ
な
い
と
言
っ
た
疑
う
ト
マ
ス
の
三
人
の
こ
と
が
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
主
イ
エ
ス
は
こ
れ
ら

三
人
三
様
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
否
定
的
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
彼
ら
を
神
の
国
へ
と
招
い
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
日
は
マ
タ
イ
福
音
書
の
「
二
人
の
息
子
の
譬
え
」
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の

中
心
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
で
あ
る
イ
エ
ス
の
招
き
に
つ
い
て
、
ひ
と
時
ご
一
緒
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

マ
タ
イ
福
音
書
の
テ
ク
ス
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
冒
頭
で
イ
エ
ス
は「
と
こ
ろ
で
、あ
な
た
た
ち
は
ど
う
思
う
か
」

と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
あ
な
た
た
ち
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
直
前
の
二
三
節
で
イ

エ
ス
の
権
威
に
つ
い
て
問
答
を
し
て
い
る
祭
司
長
、
長
老
た
ち
と
い
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
を
指
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
向
か
っ
て
こ
の
譬
え
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
譬
え
話
に
は
父
親
と

二
人
の
息
子
が
登
場
し
ま
す
。
父
親
は
そ
の
兄
の
方
に
向
か
っ
て
「
子
よ
、
今
日
、
ぶ
ど
う
園
へ
行
っ
て
働
き
な

さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
彼
は
「
い
や
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
考
え
直
し
て
結
局
は
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ぶ
ど
う
園
に
出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。
父
親
が
弟
の
方
に
も
同
じ
こ
と
を
言
う
と
、
彼
は
「
お
父
さ
ん
，
承
知
し

ま
し
た
」と
大
変
よ
い
返
事
を
し
た
も
の
の
実
際
に
は
出
か
け
て
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
二
人
の
兄
弟
の
話
、

み
な
さ
ん
も
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
自
他
と
も
に
何
ら
か
思
い
当
た
る
経
験
を
し
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
必
ず
行
き
ま
す
」
と
返
事
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
苦

い
経
験
や
、
来
て
く
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
人
が
、
予
想
に
反
し
て
来
て
く
れ
た
う
れ
し
い
経
験
等
、
人
生
に
は

予
想
外
の
、
自
分
で
も
思
っ
て
も
み
な
い
よ
う
な
他
者
と
の
関
わ
り
が
様
々
な
形
で
生
じ
る
も
の
で
す
。
イ
エ
ス

は
こ
の
よ
う
な
譬
え
話
を
し
て
か
ら
、
彼
ら
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
に
対
し
て
「
こ
の
二
人
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
父

親
の
望
み
ど
お
り
に
し
た
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
そ
れ
に
対
し
て
「
兄
の
方
で
す
」
と
答
え
て
い

ま
す
。

兄
は
父
親
の
意
思
に
対
し
て
一
度
は
「
い
や
で
す
」
と
言
っ
て
そ
れ
を
拒
否
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
後
に
な
っ

て
「
考
え
直
し
て
」
そ
の
意
思
に
従
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
弟
は
「
お
父
さ
ん
、
承
知
し
ま
し
た
」
と
言
い
な
が

ら
実
際
に
は
父
親
の
意
思
に
従
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ど
ち
ら
が
父
親
の
望
み
ど
お
り
に
し
た
の
か
、
と
い
う

問
い
に
対
し
て
彼
ら
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
は
兄
の
方
だ
と
答
え
て
い
ま
す
。
譬
え
話
の
な
か
の
兄
と
は
一
体

誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
弟
と
は
一
体
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

を
知
る
手
掛
か
り
が
、
そ
れ
に
続
く
イ
エ
ス
の
言
葉
に
見
出
さ
れ
ま
す
。
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三
一
節
の
後
半
以
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
主
イ
エ
ス
は
、「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
徴
税
人
や
娼
婦
た
ち
の
方

が
、
あ
な
た
た
ち
よ
り
先
に
神
の
国
に
入
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
後
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ハ

ネ
が
来
て
義
の
道
を
示
し
た
の
に
、
あ
な
た
た
ち
は
彼
を
信
ぜ
ず
、
徴
税
人
や
娼
婦
た
ち
は
信
じ
た
か
ら
だ
。
あ

な
た
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
も
、
後
で
考
え
直
し
て
彼
を
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
告
げ
て
い
ま
す
。

イ
エ
ス
が
こ
の
よ
う
に
「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
る
と
き
に
は
大
変
大
切
な

こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
時
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
に
先
立
つ
譬
え
話
は
、
い
わ
ば
次
の
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
布
石
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
考
え
直
し
て
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
先
の
讃
美
歌
に
も
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
生
の
歩
み
の
な
か
で
、
罪
と
弱
さ
を
抱
え
た
わ
た
し
た
ち

人
間
が
自
他
と
も
に
予
想
外
の
行
動
を
と
り
、
神
の
意
思
に
背
く
こ
と
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
後

に
な
っ
て
考
え
直
し
て
、
神
に
立
ち
返
る
歩
み
を
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
大
切
な
こ
と
か
、
そ
の
こ
と
を
主
イ
エ

ス
は
わ
た
し
た
ち
に
告
げ
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
出
て
く
る
徴
税
人
は
税
金
を
取
り
立
て
る
仕
事
を
し
て
い
た
役
人
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教

の
文
脈
で
は
、
神
を
信
じ
な
い
異
邦
人
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
人
に
雇
わ
れ
、
同
胞
か
ら
税
を
取
り
立
て
る
の
は
宗
教

的
に
汚
れ
た
、神
に
背
く
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
娼
婦
は「
姦
淫
を
し
て
は
な
ら
な
い
」と
い
う
モ
ー

セ
の
十
戒
に
背
く
職
業
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
人
々
の
方
が
、
神
の
意
思
に
従
っ
て
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正
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
と
自
認
し
て
い
た
当
時
の
宗
教
的
指
導
者
た
ち
よ
り
も
先
に
神
の
国
に
入
る
だ
ろ
う
、

と
イ
エ
ス
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
当
時
の
人
々
は
皆
驚
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
の

意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

イ
エ
ス
は
こ
こ
で
、
徴
税
人
や
娼
婦
た
ち
は
確
か
に
一
度
は
神
の
戒
め
に
背
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し

イ
エ
ス
の
先
駆
者
と
し
て
登
場
し
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
来
て
、
義
の
道
、
つ
ま
り
神
に
従
う
正
し
い
道
を
示
し
た

時
に
、
考
え
直
し
て
、
そ
れ
に
従
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
は
、
洗
礼
者
ヨ

ハ
ネ
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
告
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
譬
え
話
で
弟
に
当
た
る
の
は
、

つ
ま
り
初
め
は
信
じ
て
い
る
よ
う
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
て
、
結
局
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
者
と
は
、
イ
エ
ス
と

こ
こ
で
問
答
を
し
て
い
る
祭
司
長
や
長
老
と
い
っ
た
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
兄
に
当
た
る
の
は
、
つ
ま
り
初
め
は
信
じ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
が
、
後
に
な
っ
て
考
え
直
し
て
信
じ
た

者
と
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
中
で
差
別
さ
れ
て
い
た
徴
税
人
や
娼
婦
た
ち
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ

に
先
立
つ
一
九
章
の
金
持
ち
の
青
年
の
譬
え
話
の
結
び
の
句
（
一
九
章
三
〇
節
）
や
、
二
〇
章
の
ぶ
ど
う
園
の
労

働
者
の
譬
え
の
結
び
の
句
に
も
出
て
く
る
「
こ
の
よ
う
に
後
に
い
る
者
が
先
に
な
り
、
先
に
い
る
者
が
後
に
な
る
」

（
二
〇
章
一
六
節
）
と
い
う
、
い
わ
ば
運
命
の
逆
転
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
エ
ス
の
こ
の
譬
え
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
一
度
判
断
を
誤
っ
た
り
、
あ
る
い
は
道
を
踏
み
外
し
て
し
ま
っ
た
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時
で
さ
え
も
、
考
え
直
し
て
神
に
立
ち
返
る
人
生
の
可
能
性
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
覚
え
た
い
と
思
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
と
復
活
の
後
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
人

間
的
弱
さ
と
罪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
愛
と
憐
み
に
よ
っ
て
、
み
も
と
に
立
ち
返
っ
た
ペ
ト
ロ
を
は
じ
め
と
す

る
あ
の
弟
子
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
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「
悔
い
る
こ
と
を
感
謝
す
る
」

大
学
宗
教
主
任　

村　

上　

み　

か

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
　
四
章
七
～
一
二
節

7
愛あ
い

す
る
者も
の

た
ち
、
互た
が

い
に
愛あ
い

し
合あ

い
ま
し
ょ
う
。
愛あ
い

は
神か
み

か
ら
出で

る
も
の
で
、
愛あ
い

す
る
者も
の

は
皆み
な

、
神か
み

か

ら
生う

ま
れ
、
神か
み

を
知し

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

8
愛あ
い

す
る
こ
と
の
な
い
者も
の

は
神か
み

を
知し

り
ま
せ
ん
。
神か
み

は
愛あ
い

だ

か
ら
で
す
。

9
神か
み

は
、
独ひ
と

り
子ご

を
世よ

に
お
遣つ
か

わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
方か
た

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が

生い

き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
。
こ
こ
に
、
神か
み

の
愛あ
い

が
わ
た
し
た
ち
の
内う
ち

に
示し
め

さ
れ
ま
し
た
。
10
わ
た
し

た
ち
が
神か
み

を
愛あ
い

し
た
の
で
は
な
く
、
神か
み

が
わ
た
し
た
ち
を
愛あ
い

し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪つ
み

を
償
つ
ぐ
な
う
い
け
に
え

と
し
て
、
御み

子こ

を
お
遣つ

か

わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
愛あ

い

が
あ
り
ま
す
。
11
愛あ

い

す
る
者も

の

た
ち
、
神か

み

が
こ
の

よ
う
に
わ
た
し
た
ち
を
愛あ
い

さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
も
互た
が

い
に
愛あ
い

し
合あ

う
べ
き
で
す
。
12
い
ま

だ
か
つ
て
神か
み

を
見み

た
者も
の

は
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
互た
が

い
に
愛あ
い

し
合あ

う
な
ら
ば
、
神か
み

は
わ
た
し
た
ち
の

内う
ち

に
と
ど
ま
っ
て
く
だ
さ
り
、
神か
み

の
愛あ
い

が
わ
た
し
た
ち
の
内う
ち

で
全
ま
っ
と
う
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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十
二
月
二
十
五
日
が
近
づ
き
、ク
リ
ス
マ
ス
の
飾
り
つ
け
や
贈
り
物
の
品
々
で
、辺
り
は
明
る
く
に
ぎ
や
か
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
浅
く
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
少
な
い
日
本
で
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
行
事
は
生
活
の
中
に
定
着

し
た
よ
う
で
、
温
か
く
楽
し
い
、
幸
せ
な
ひ
と
と
き
を
、
多
く
の
人
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
、

聖
書
で
も
イ
エ
ス
の
誕
生
は
牧
歌
的
で
柔
ら
か
な
調
子
で
描
か
れ
、
そ
れ
が
救
い
や
平
和
を
も
た
ら
す
喜
ば
し
い

出
来
事
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
読
む
と
、
こ
の
救
い
や
平
和
は
「
罪
の
赦
し
」
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
タ
イ
や
ル
カ
の
福
音
書
で
も
、イ
エ
ス
の
誕
生
は
、人
の「
罪

を
赦
し
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
救
い
、
そ
う
し
て
人
を
平
和
の
道
へ
導
く
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
冒

頭
に
記
し
た
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
で
も
、
九

－

一
〇
節
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
が
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
私
た
ち

の
罪
を
償
い
、
私
た
ち
が
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
っ
た
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
罪
」
と
い
う
言
葉
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
理
解
が
難
し
い
言
葉
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
を
読
む
と
、
少
し
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
愛
す
る
者
た
ち
、
互
い
に
愛
し
合
い
ま
し
ょ

う
。
愛
は
神
か
ら
出
る
も
の
で
、
愛
す
る
者
は
皆
、
神
か
ら
生
ま
れ
、
神
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
愛
す
る
こ

と
の
な
い
者
は
神
を
知
り
ま
せ
ん
。
神
は
愛
だ
か
ら
で
す
。」
…
こ
こ
で
は
、
本
当
の
愛
と
い
う
の
は
神
か
ら
出
る

も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
か
ら
出
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
一
般
に
愛
と
呼
ぶ
も
の
は
、

私
た
ち
の
中
か
ら
発
す
る
愛
、
つ
ま
り
自
己
の
思
い
か
ら
発
す
る
愛
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
私
た
ち
の
中
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か
ら
発
す
る
愛
と
い
う
の
は
、私
た
ち
の
心
を
温
か
く
し
た
り
、わ
く
わ
く
す
る
思
い
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
た
り
、

あ
る
意
味
、
魅
力
的
な
も
の
で
す
。
昔
か
ら
詩
や
歌
で
こ
の
愛
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
自
分
の

中
か
ら
発
す
る
愛
は
、
相
手
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
も
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
う
見
返
り
を
期
待
す
る

も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
相
手
を
思
い
や
ろ
う
と
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
邪
魔
を
し
て
、
十
分
に
思

い
や
れ
な
い
、
十
分
に
愛
せ
な
い
と
い
う
限
界
を
も
つ
も
の
で
す
。
自
分
か
ら
発
す
る
愛
と
い
う
の
は
，
結
局
は

自
己
愛
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
真
実
の
愛
、
無
限
の
愛
と
い
う
も
の
は
、
残
念
な
が
ら

人
間
に
は
期
待
で
き
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
調
子
が
よ
く
、
余
裕
の
あ
る
と
き
に
優
し
く
す
る

こ
と
が
出
来
る
程
度
で
は
、
本
当
に
愛
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
愛
の
現
実
に
つ
い
て
ヨ

ハ
ネ
の
手
紙
は
考
え
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
限
界
を
知
り
、
自
信
を
も
つ
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
人
間
に
、
聖
書
は
救
い

の
言
葉
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、こ
の
よ
う
に
不
十
分
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
に
も
関
ら
ず
、

生
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
、
貧
し
く
弱
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
赦
さ
れ
、
つ
ね
に
あ
る
べ
き
と
こ
ろ

へ
立
ち
帰
る
こ
と
が
赦
さ
れ
て
い
る
、
と
告
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
最
も
明
確
な
仕
方
で
教
え
た
の
が
イ
エ

ス
で
し
た
。
彼
は
、「
神
を
愛
し
、
隣
人
を
愛
す
る
」
こ
と
を
教
え
ま
し
た
が
、
同
時
に
彼
は
、「
愛
さ
れ
て
い
る

こ
と
」
を
教
え
ま
し
た
。
こ
の
貧
し
さ
、
愚
か
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
赦
さ
れ
、
生
き
る
よ
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う
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、こ
れ
が
イ
エ
ス
の
、そ
し
て
ク
リ
ス
マ
ス
の
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
赦
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
人
間
は
、
自
然
に
他
者
へ
と
出
て
行
き
、
自
分
も
ま
た
愛
を
実
現
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
愛
さ
れ
、
生
き
る
よ
う
に
さ
れ
た
人
が
、
ま
た
他
者
を
愛
し
、
平
和
を
も
た
ら
す
存

在
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。

明
治
の
初
期
、
長
く
続
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
政
策
が
解
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
少
し
ず
つ
日
本
の
社
会
の

中
に
広
め
ら
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
は
一
般
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
好
意
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

宣
教
師
た
ち
の
働
き
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
人
々
が
徐
々
に
増
え
て
ゆ
き
ま
し
た
。
宣
教
師
や
キ
リ
ス
ト

教
教
育
家
た
ち
は
、
官
立
の
学
校
で
英
語
や
西
洋
の
学
問
を
教
え
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
学
校
を
設
立
し
て
、

そ
こ
で
教
え
る
中
で
、
若
者
た
ち
を
感
化
し
、
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
者
が
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
多

く
は
佐
幕
派
出
身
の
士
族
で
し
た
。
彼
ら
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
社
会
的
、
経
済
的
地
位
を
喪
失
し
、
薩
長
出
身

者
た
ち
の
よ
う
に
将
来
の
地
位
を
保
証
さ
れ
ず
、そ
の
よ
う
な
苦
境
の
中
に
あ
っ
て
、彼
ら
は
西
洋
の
学
問
を
志
し
、

学
校
に
入
り
、
宣
教
師
た
ち
に
出
会
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
際
、
彼
ら
を
ま
ず
感
化
し
た
の

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
隣
人
愛
や
奉
仕
の
精
神
、
ま
た
節
制
と
い
っ
た
生
活

の
規
律
を
自
ら
に
厳
し
く
課
し
、
身
を
も
っ
て
こ
れ
を
実
践
す
る
宣
教
師
た
ち
の
姿
に
彼
ら
は
動
か
さ
れ
た
と
い
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わ
れ
ま
す
。
武
士
道
と
通
じ
る
所
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
る「
人
間
の
罪
」

は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
当
時
の
宣
教
師
の
記
録
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
日
本
人
は
気
軽
な
人
民
で
あ
る
。
災
難
な
ど
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、長
く
こ
れ
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

宗
教
に
お
い
て
も
、
正
直
に
信
仰
す
る
が
、
今
日
ま
で
の
経
験
か
ら
す
る
と
、
罪
悪
の
た
め
に
深
く
悲
し
む
の
を

見
た
こ
と
は
少
な
い
。」

し
か
し
、
そ
の
中
で
人
々
は
少
し
ず
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
深
い
理
解
へ
と
導
か
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
内
村
鑑

三
も
そ
の
一
人
で
し
た
。
彼
も
最
初
は
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
に
感
銘
を
受
け
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
り
、
自
ら
も

そ
う
あ
る
べ
く
理
想
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
、
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
札
幌
農
学
校
を
卒
業
し
て
、
社

会
に
出
た
後
は
、
教
育
勅
語
へ
の
不
敬
事
件
で
第
一
高
等
中
学
校
の
職
を
追
わ
れ
、
ま
た
結
婚
に
も
失
敗
す
る
と

い
う
様
々
な
困
難
を
経
験
し
ま
す
。
そ
の
中
で
彼
の
理
想
は
崩
れ
、
彼
は
自
己
の
独
善
や
欺
瞞
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
聖
書
の
言
う
罪
の
赦
し
と
い
う
こ
と
が
、
よ
う
や
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
私
は
心
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
を
真
に
恥
じ
る
。
神
の
御
前
で
純
潔

な
人
と
な
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
神
に
感
謝
す
る
。
私
は
『
キ
リ
ス
ト
』
に
あ
っ

て
罪
を
悔
い
る
罪
人
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。」

自
ら
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
を
知
り
、
そ
れ
を
悲
し
み
、
悔
い
る
こ
と
を
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
、
そ
し
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て
そ
の
こ
と
を
感
謝
す
る
、
と
彼
は
言
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
た
彼
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
本

当
に
喜
ん
で
迎
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
讃
美
歌
一
一
四
番
の
歌
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
疲
れ
、
悲
し
む
者
が
守
ら
れ
、

重
荷
を
負
い
、
悩
め
る
人
が
慰
め
ら
れ
、
強
め
ら
れ
て
、
再
び
生
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
歌
う
、
こ
の
よ
う

な
深
い
恵
み
に
満
ち
た
ク
リ
ス
マ
ス
を
、
私
た
ち
も
迎
え
た
い
と
願
い
ま
す
。
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〈
喜
び
〉
を
探
し
求
め
る
こ
と

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
第
四
章
四
～
七
節

4
主し
ゅ

に
お
い
て
常つ
ね

に
喜
よ
ろ
こ
び
な
さ
い
。
重か
さ

ね
て
言い

い
ま
す
。
喜
よ
ろ
こ
び
な
さ
い
。

5
あ
な
た
が
た
の
広ひ
ろ

い
心
こ
こ
ろ
が
す

べ
て
の
人ひ
と

に
知し

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
な
さ
い
。
主し
ゅ

は
す
ぐ
近ち
か

く
に
お
ら
れ
ま
す
。

6
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
思お
も

い
煩
わ
ず
ら
う
の
は
や
め
な
さ
い
。
何な
に

事ご
と

に
つ
け
、
感か
ん

謝し
ゃ

を
込こ

め
て
祈い
の

り
と
願ね
が

い
を
さ
さ
げ
、
求も
と

め
て
い
る
も
の

を
神か
み

に
打う

ち
明あ

け
な
さ
い
。

7
そ
う
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人じ
ん

知ち

を
超こ

え
る
神か
み

の
平へ
い

和わ

が
、
あ
な
た
が
た
の

心こ
こ
ろと
考
か
ん
が
え
と
を
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
守ま
も

る
で
し
ょ
う
。

「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
。
重
ね
て
言
い
ま
す
。
喜
び
な
さ
い
」。
日
本
語
に
訳
す
と
「
喜
び
な
さ
い
」

と
い
う
命
令
口
調
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
多
少
残
念
な
気
が
し
ま
す
が
、
英
語
で
は
「Rejoice!

リ
ジ
ョ
イ
ス
」、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
喜
ぼ
う
よ
」
と
相
手
に
も
喜
び
を
促
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。「
さ
あ
、
共
に
喜
ぼ

う
」。
今
日
の
聖
書
の
言
葉
は
、
聴
き
手
に
喜
び
を
促
し
て
い
ま
す
。
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さ
て
、
今
年
（
二
〇
一
四
年
）
は
、
児
童
文
学
『
赤
毛
の
ア
ン
』
を
翻
訳
す
る
な
ど
、
数
々
の
児
童
文
学
を
日

本
に
紹
介
し
た
作
家
・
翻
訳
家
、
村
岡
花
子
さ
ん
の
生
涯
を
描
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
小
説
「
花
子
と

ア
ン
」
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
「
赤
毛
の
ア
ン
」
を
知
っ
て
い
る
、
と
か
読
ん
だ
と
い
う
人

も
い
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、村
岡
花
子
さ
ん
が
翻
訳
し
た
『
少
女
パ
レ
ア
ナ
』
と
い
う
児
童
文
学
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
？ 

「
赤
毛
の
ア
ン
」
な
ら
聞
き
覚
え
は
あ
る
け
ど
、「
少
女
パ
レ
ア
ナ
」
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
人

は
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
か
ら
も
う
約
30
年
前
の
一
九
八
六
年
に
、
日
本
で
は
「
愛
少
女
ポ
リ
ア
ン
ナ
物
語
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
年
間
、
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
放
送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
も
、
実
は
世
界

的
に
よ
く
知
ら
れ
る
、
20
世
紀
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学
の
一
つ
で
す
。
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
、

文
庫
本
で
出
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
読
ん
で
み
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

少
し
、
こ
の
物
語
に
触
れ
ま
す
が
、
主
人
公
が
パ
レ
ア
ナ
で
、
彼
女
の
母
は
、
も
と
も
と
由
緒
あ
る
良
家
の
娘

で
し
た
が
、
家
族
全
員
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
駆
け
落
ち
同
然
で
、
貧
し
い
青
年
牧
師
と
結
婚
し
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
結
婚
を
機
に
、
家
族
と
は
ま
っ
た
く
の
絶
縁
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
婚
し
た
二
人
の
間
に
生

ま
れ
た
娘
が
、
主
人
公
の
パ
レ
ア
ナ
で
す
。
し
か
し
、
パ
レ
ア
ナ
が
生
ま
れ
て
数
年
の
間
に
、
母
が
、
父
が
、
と

い
う
具
合
に
、
相
次
い
で
病
に
侵
さ
れ
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
一
人
っ
子
で
、
ど
こ
に
も
身
寄
り
の
な

い
パ
レ
ア
ナ
は
、亡
き
母
の
妹
で
あ
る
「
叔
母
」
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
叔
母
の
屋
敷
で
は
、
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最
も
粗
末
な
み
す
ぼ
ら
し
い
屋
根
裏
部
屋
が
あ
て
が
わ
れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明

白
で
し
た
。
し
か
し
、
パ
レ
ア
ナ
は
そ
れ
で
も
、
い
つ
も
明
る
く
振
る
舞
い
ま
す
。
そ
ん
な
パ
レ
ア
ナ
の
明
る
さ

や
ユ
ー
モ
ア
に
影
響
を
受
け
、
大
変
気
難
し
い
性
格
の
叔
母
を
は
じ
め
、
周
り
の
皆
が
次
第
次
第
に
変
わ
っ
て
い

く
…
。
こ
れ
が
大
ま
か
な
物
語
の
流
れ
で
す
。

さ
て
、
こ
の
物
語
に
な
ぜ
触
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
今
日
の
聖
書
の
言
葉
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
主
人
公

の
少
女
パ
レ
ア
ナ
は
ど
ん
な
苦
境
や
逆
境
の
中
で
も
、
あ
る
秘
訣
で
、
自
ら
の
明
る
さ
を
保
ち
、
心
の
優
し
さ
と

平
安
を
取
り
戻
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
「
あ
る
秘
訣
」
と
い
う
の
は
、
牧
師
だ
っ
た
お
父
さ
ん
か
ら
常
々
教
え
ら

れ
た
「
喜
び
の
遊
び
（
よ
か
っ
た
探
し
）」
と
名
付
け
ら
れ
た
ゲ
ー
ム
で
し
た
。
こ
の
ゲ
ー
ム
は
何
で
あ
っ
て
も
、

ど
ん
な
時
に
も
、そ
こ
に
何
か
「
喜
び
」
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
、物
語
の
中
で
、パ
レ
ア
ナ
は
こ
の
ゲ
ー

ム
を
こ
う
説
明
し
て
い
ま
す
。「
え
え
、『
な
ん
で
も
喜
ぶ
』
ゲ
ー
ム
な
の
。
…
分
か
る
じ
ゃ
な
い
の
、ゲ
ー
ム
は
ね
、

何
で
も
喜
ぶ
こ
と
な
の
よ
。
喜
ぶ
こ
と
を
、何
の
中
か
ら
で
も
探
す
の
よ
。
な
ん
で
あ
っ
て
も
ね
」。
パ
レ
ア
ナ
は
、

ど
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
の
ゲ
ー
ム
を
思
い
出
し
、
ど
ん
な
こ

と
の
中
に
も
喜
び
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
よ
か
っ
た
こ
と
、
喜
び
を
見
つ
け
て
は
、
明
る
さ
を
と

り
も
ど
し
て
い
き
ま
す
。
パ
レ
ア
ナ
が
友
達
に
教
え
た
こ
の
ゲ
ー
ム
は
、
彼
女
が
住
む
町
全
体
に
ど
ん
ど
ん
ど
ん

ど
ん
広
が
っ
て
い
き
、
人
々
が
喜
び
を
さ
が
し
て
は
、
明
る
さ
を
取
り
戻
し
、
少
し
ず
つ
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
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あ
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
子
供
向
け
の
う
ま
い
話
、
う
ま
い
寓
話
に
す
ぎ
な
い
、
こ
の
世
の
現
実
は
も
っ

と
厳
し
く
、
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
ご
と
き
で
、
自
分
が
置
か
れ
た
厳
し
い
現
実
を
変
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
…
。
そ

ん
な
風
に
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
は
、
何
か
物
事
の
見
方
を
変
え
れ
ば
、
状
況
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
処
世
訓
を
、
子
ど
も
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

辛
く
て
悲
し
い
け
れ
ど
、
少
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
痛
み
が
和
ら
ぐ
、
と
教
え
て
い
る
の
で
も
な
い
の
で
す
。

厳
し
い
現
実
の
中
で
も
な
お
、
喜
び
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と

の
中
か
ら
も
、そ
こ
に
ど
っ
ぷ
り
と
埋
も
れ
る
こ
と
な
く
、喜
び
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
、

と
伝
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
物
語
は
、
明
ら
か
に
、
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
パ

ウ
ロ
は
「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
。
重
ね
て
言
い
ま
す
。
喜
び
な
さ
い
」
と
繰
り
返
し
語
り
ま
す
。
当
然

の
こ
と
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
「
喜
び
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
す
ん
な
り
「
は
い
」
と
言
っ
て
喜
べ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
か
っ
た
こ
と
を
探
す
、
喜
び
を
見
つ
け
る
、
と
い
う
視
線
、
姿
勢
は
、
一
人
ひ

と
り
の
生
き
方
を
、内
面
を
変
え
て
い
き
ま
す
。「
花
子
と
ア
ン
」の
主
題
歌
に
な
っ
た
絢
香
さ
ん
の
曲「
に
じ
い
ろ
」

の
歌
詞
に
「
な
く
し
た
も
の
を
数
え
て
瞳
閉
ざ
す
よ
り
も
、
あ
る
も
の
を
数
え
た
方
が
瞳
輝
き
だ
す
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
失
っ
た
も
の
を
数
え
、
悲
し
み
を
数
え
、
苦
し
み
を
数
え
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
中
に
も
、
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あ
る
い
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
よ
か
っ
た
こ
と
を
探
す
、
喜
び
を
数
え
、
喜
び
を
探
す
。
そ
こ
に
は
人
間
を
輝
か

せ
る
強
さ
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
パ
ウ
ロ
は
「
喜
び
な
さ
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
喜
び
の
原
因
、
喜
ぶ
根
拠
が
果
た
し
て
何
な
の
か
。

パ
ウ
ロ
は
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
、
重
ね
合
わ
せ
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
」。

悲
し
み
の
中
に
も
、
あ
る
い
は
苦
し
み
の
中
に
も
、
主
な
る
神
が
あ
な
た
と
共
に
、
私
と
共
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。

必
ず
神
が
そ
の
よ
う
な
暗
闇
と
思
え
る
よ
う
な
中
に
も
、
わ
た
し
と
共
に
、
あ
な
た
と
共
に
い
て
く
だ
さ
る
。
神

が
必
ず
そ
こ
に
も
い
て
く
れ
る
。
聖
書
は
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
、
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た

ち
に
伝
え
ま
す
。
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「
小
さ
な
群
れ
」

総
合
人
文
学
科
長　

北　
　
　
　
　

博

申
命
記
七
章
六
～
八
節

6
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
神か
み

、
主し
ゅ

の
聖せ
い

な
る
民た
み

で
あ
る
。
あ
な
た
の
神か
み

、
主し
ゅ

は
地ち

の
面
お
も
て
に
い
る
す
べ
て
の

民た
み

の
中な
か

か
ら
あ
な
た
を
選え
ら

び
、
御ご

自じ

分ぶ
ん

の
宝
た
か
ら
の
民た
み

と
さ
れ
た
。

7
主し
ゅ

が
心
こ
こ
ろ

引ひ

か
れ
て
あ
な
た
た
ち
を
選え
ら

ば

れ
た
の
は
、
あ
な
た
た
ち
が
他た

の
ど
の
民た
み

よ
り
も
数か
ず

が
多お
お

か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
あ
な
た
た
ち
は
他ほ
か

の

ど
の
民た
み

よ
り
も
貧ひ
ん

弱じ
ゃ
くで
あ
っ
た
。

8
た
だ
、
あ
な
た
に
対た
い

す
る
主し
ゅ

の
愛あ
い

の
ゆ
え
に
、
あ
な
た
た
ち
の
先せ
ん

祖ぞ

に
誓ち
か

わ
れ
た
誓ち
か

い
を
守ま
も

ら
れ
た
ゆ
え
に
、
主し
ゅ

は
力
ち
か
ら
あ
る
御み

手て

を
も
っ
て
あ
な
た
た
ち
を
導
み
ち
び
き
出だ

し
、
エ
ジ

プ
ト
の
王お
う

、
フ
ァ
ラ
オ
が
支し

配は
い

す
る
奴ど

隷れ
い

の
家い
え

か
ら
救す
く

い
出だ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
一
二
章
三
二
節

32
小
さ
な
群む

れ
よ
、
恐お
そ

れ
る
な
。
あ
な
た
が
た
の
父ち
ち

は
喜
よ
ろ
こ
ん
で
神か
み

の
国く
に

を
く
だ
さ
る
。
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申
命
記
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
東
岸
の
モ
ア
ブ
地
方
で
モ
ー
セ
が
神
か
ら
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に

語
る
、
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
お
読
み
し
ま
し
た
七
章
六
節
以
下
も
同
様
で
す
。
こ
こ
で
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
は
、「
主
の
聖
な
る
民
」
ま
た
「
宝
の
民
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
神
で
あ
る
主
が
あ
な
た
を
「
選

び
」、
ご
自
分
の
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
し
て
い
ま
す
。
続
く
七
節
で
も
主
が
「
選
ん
だ
」
こ
と
が
繰
り
返
し

強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
あ
な
た
た
ち
が
他
の
ど
の
民
よ
り
も
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
あ
な
た
た
ち
は
、
他
の
ど
の
民
よ
り
も
貧
弱
だ
っ
た
の
だ
、
と
続
き
ま
す
。
そ
し
て
八
節
で
、
エ
ジ
プ
ト

の
奴
隷
状
態
か
ら
主
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
救
い
出
し
た
出
来
事
が
想
起
さ
れ
ま
す
。

こ
の
申
命
記
の
個
所
と
似
た
言
葉
が
出
て
来
る
の
は
、出
エ
ジ
プ
ト
記
一
九
章
三

－

六
節
で
す
。こ
ち
ら
は
、モ
ー

セ
が
シ
ナ
イ
山
に
登
っ
て
行
く
と
神
が
彼
に
語
り
か
け
た
、
と
い
う
場
面
で
す
。
神
は
モ
ー
セ
に
、
民
に
向
か
っ

て
こ
う
告
げ
よ
、
あ
な
た
た
ち
は
私
の
「
宝
」
と
な
り
、
私
に
と
っ
て
「
祭
司
の
王
国
」「
聖
な
る
国
民
」
と
な
る
、

と
言
い
ま
す
。

祭
司
は
、
神
に
近
づ
き
得
る
人
間
で
す
。
そ
れ
ま
で
エ
ジ
プ
ト
の
底
辺
で
隷
属
状
態
に
置
か
れ
、
神
か
ら
遠
い

存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、「
祭
司
の
王
国
」
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
等
し
く
神
と

結
び
つ
い
た
存
在
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、「
聖
」
と
は
分
離
を
暗
示
す
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
ま
で
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受
動
的
に
属
し
て
い
た
集
団
か
ら
取
り
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
不
本
意
な
が
ら
受
容
し
て
い
た
奴
隷
と
し
て
の
生

き
方
を
意
識
的
に
断
ち
切
り
、
主
の
「
聖
な
る
国
民
」
と
し
て
新
た
な
主
体
的
関
係
性
の
構
築
を
目
指
す
共
同
体

と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
申
命
記
七
章
で
強
調
さ
れ
て
い
た
「
選
び
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
や
は
り
主
の
「
選
び
」
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

続
く
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
章
で
は
、
神
で
あ
る
主
が
、
自
分
は
「
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
、
奴
隷
の
家
か
ら

導
き
出
し
た
神
」
で
あ
る
と
自
己
紹
介
し
た
上
で
、
わ
た
し
以
外
の
何
者
を
も
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
如

何
な
る
像
に
も
仕
え
て
は
い
け
な
い
、
と
語
り
か
け
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
隷
属
状
態
の
中
で
フ
ァ
ラ

オ
を
神
と
し
て
そ
れ
に
仕
え
、
そ
の
像
に
向
か
っ
て
ひ
れ
伏
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
五
節
に
お
い
て
、
神
で
あ
る
主
は
、「
わ
た
し
は
熱
情
の
神
で
あ
る
」
と
宣
言
し
ま
す
。「
熱
情
」

と
は
神
の
人
間
へ
の
限
り
な
い
優
し
さ
、
熱
愛
で
あ
り
、
啓
示
の
源
泉
、
神
の
人
間
へ
の
神
秘
的
な
関
わ
り
の
表

現
で
す
。
神
の
熱
情
に
触
れ
た
時
、
人
間
は
本
当
の
意
味
に
お
い
て
神
の
似
姿
と
な
り
、
意
志
的
か
つ
主
体
的
な

新
し
い
生
き
方
に
目
覚
め
る
の
で
す
。

私
は
若
い
頃
何
度
か
、岩
手
県
の
奥
中
山
高
原
に
あ
る
「
カ
ナ
ン
の
園
」
の
「
小
さ
き
群
れ
の
里
」
と
い
う
施
設
に
、

教
会
の
人
達
と
一
緒
に
行
っ
た
り
、
あ
る
時
は
一
人
で
訪
ね
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
の
施
設
で
は
、
障
が
い
を
持
っ

た
青
年
達
が
職
員
の
皆
さ
ん
の
助
け
や
付
近
の
方
々
の
応
援
を
受
け
な
が
ら
、
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
で
す
。
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私
が
感
動
し
た
の
は
、
青
年
達
が
そ
れ
ぞ
れ
弱
さ
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
お
互

い
に
そ
の
弱
さ
を
さ
ら
け
出
し
、
認
め
合
い
な
が
ら
、
励
ま
し
合
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
こ
と
で
す
。

健
常
者
と
は
弱
さ
を
隠
し
通
せ
る
人
間
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
そ
の
時
私
は
思
い
ま
し
た
。
で
も
そ
う
や
っ
て

見
栄
を
張
り
、
強
が
っ
て
競
争
し
合
う
生
き
方
が
本
当
に
人
間
ら
し
い
と
言
え
る
生
き
方
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ

は
単
に
「
お
金
」「
地
位
」「
名
誉
」
と
い
っ
た
価
値
観
の
奴
隷
と
な
っ
て
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
ら
に
仕
え
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
私
は
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
そ
の
施
設
の
青
年
達
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
体

で
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
。

「
小
さ
き
群
れ
の
里
」
の
ホ
ー
ル
に
は
、
次
の
聖
書
の
言
葉
が
書
か
れ
た
垂
れ
幕
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
恐

れ
る
な
、
小
さ
な
群
れ
よ
。
御
国
を
下
さ
る
こ
と
は
、
あ
な
た
方
の
父
の
み
こ
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。」

前
の
口
語
訳
な
の
で
、
新
共
同
訳
と
は
少
し
違
い
ま
す
が
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
一
二
章
三
二
節
か
ら
の
引
用

で
す
。
初
め
て
行
っ
た
時
に
こ
れ
を
見
て
感
動
し
た
私
は
、
次
に
行
く
前
に
こ
れ
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
て
歌
に

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

主
の
選
び
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
の
選
び
の
民
、
選
ば
れ
し
人
と
は
、

こ
の
よ
う
な
人
々
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
主
が
き
っ
と
居
て
下
さ
る
と
確
信
で
き
る

場
、
正
に
今
こ
こ
に
主
が
い
て
、
私
の
傍
ら
に
立
っ
て
い
て
下
さ
る
こ
と
を
実
感
出
来
る
場
、
こ
れ
こ
そ
が
本
当
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の
シ
ャ
ロ
ー
ム
、
主
の
平
和
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

主
の
恵
み
は
最
も
弱
い
と
こ
ろ
に
働
か
れ
ま
す
。
自
分
の
弱
さ
を
認
め
、
そ
れ
を
主
に
託
そ
う
と
す
る
者
達
を
、

主
は
決
し
て
お
見
捨
て
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
達
は
、
弱
さ
を
携
え
て
主
に
す
が
る
時
、
既
に
主
に
選
ば
れ
て
い

る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
、
私
達
の
強
さ
、
才
能
や
能
力
、
強
い
性
格
、
そ
し
て
強
い
信
仰
を
誇
る
時
、
主

は
既
に
私
達
の
許
を
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
し
な
い
よ
う
、
驕

ら
ず
高
ぶ
ら
ず
、
常
に
自
然
体
で
、
弱
さ
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
生
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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sister. A friend once spoke of seeing Charles and Mary, brother 

and sister, walking across the field to the mental asylum, while 

both of their faces were bathed in tears. Is this a sad story? 

Yes, it is. However, it is also a story that gives us a clear and 

powerful example of the sacrificial love about which Jesus 

spoke so often. I pray that each of us will hear these words 

from our Savior and follow his example today.        
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When I become hungry, I get something to eat. If I am cold, I 

put on some warm clothes. But Jesus says this is only part of 

my responsibility. Jesus says that, as a Christian, if my enemies 

are hungry I must give them food, too; and if they are cold, 

I must also give them warm clothes that they can wear. In 

fact, it might be helpful to think about it this way; when I eat 

for myself, it should remind me that I should also give food 

to people who don’t have food to eat. And when I am cold, it 

should remind me to give clothes to people who don’t have 

clothes to keep them warm. Jesus tells me that even if those 

people are my enemies, I should take care of them just like I 

take care of myself.

　　The kind of love Jesus was talking about is not the kind of 

love about which we usually think. It is not the love of friends 

who are easy to love. Rather, it is love that involves sacrifice on 

our part. It is love which expects nothing in return. This was 

the kind of love the great English writer Charles Lamb showed 

in his life. You see, Lamb was planning to marry the girl he 

loved. However, he sacrificially gave up those plans in order 

to care for his sick sister, Mary, who suffered from mental 

derangement. One time, Mary, in one of her deranged fits, 

stabbed her mother to death. After this, Charles realized that 

Mary would need special care for the rest of her life. For this 

reason, Charles gave up his plans to marry the girl he loved, 

and for 38 years, he cared lovingly and tenderly for his sick 
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22. The lawyer asked Jesus, “Which of the Old Testament 

commandments is the greatest?” Jesus chose not to answer 

the question directly. Instead, he spoke to the lawyer about 

two additional but short commandments that summarized all 

the Old Testament commandments. The first of these short 

commandments was, “Love the Lord your God with all your 

heart, and with all your soul, and with all your mind.” The 

second commandment was, “Love your neighbor as yourself.” 

Jesus explained that all the Old Testament writings were based 

on these two, short, easy-to-understand commandments. 

　　On another occasion, Jesus further explained the kind of 

love he was talking about with the lawyer. As recorded in the 

fifth chapter of Matthew, Jesus said, “Love your enemies, and 

pray for those who persecute you, so that you may be sons 

of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on 

the evil and on the good, and sends rain on the just and on 

the unjust. For if you love those who love you, what reward 

have you? Do not even the tax collectors do the same? And if 

you salute only your brethren, what more are you doing than 

others? Do not even the Gentiles do the same? You, therefore, 

must be perfect, as your heavenly Father is perfect.”

　　In short, Jesus said that if we truly want to follow him, we 

must also do for others what we naturally do for ourselves. 

And especially, we must do these things for our enemies. For 

example, I do not have any problem taking care of myself. 
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The Good Samaritan

文学部教授　David Murchie（マーチー   デイビッド）

SCRIPTURE READING: Matthew 5: 43-45 （マタイによる福

音書第５章43～45節）　 

43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and 

hate your enemy.’ 44But I tell you: Love your enemies and 

pray for those who persecute you, 45that you may be sons 

of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the 

evil and the good, and sends rain on the righteous and the 

unrighteous.”

（訳）　

43「あなたがたも聞
き

いているとおり、『隣
りん

人
じん

を愛
あい

し、敵
てき

を憎
にく

め』

と命
めい

じられている。44 しかし、わたしは言
い

っておく。敵
てき

を愛
あい

し、

自
じ

分
ぶん

を迫
はく

害
がい

する者
もの

のために祈
いの

りなさい。45 あなたがたの天
てん

の父
ちち

の子
こ

となるためである。父
ちち

は悪
あく

人
にん

にも善
ぜん

人
にん

にも太
たい

陽
よう

を昇
のぼ

らせ、

正
ただ

しい者
もの

にも正
ただ

しくない者
もの

にも雨
あめ

を降
ふ

らせてくださるからであ

る。

MESSAGE: “The Good Samaritan”

　　A lawyer once came to see Jesus. He had a question 

he thought Jesus would not be able to answer. The story is 

recorded in the New Testament Gospel of Matthew , chapter 
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「
徴
税
人
ザ
ア
カ
イ
」

経
営
学
部
教
授　

松　

村　

尚　

彦

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
一
九
章
一
～
十
節

1
イ
エ
ス
は
エ
リ
コ
に
入は
い

り
、
町ま
ち

を
通と
お

っ
て
お
ら
れ
た
。

2
そ
こ
に
ザ
ア
カ
イ
と
い
う
人ひ
と

が
い
た
。
こ
の

人ひ
と

は
徴
ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

の
頭
か
し
ら
で
、
金か
ね

持も

ち
で
あ
っ
た
。

3
イ
エ
ス
が
ど
ん
な
人ひ
と

か
見み

よ
う
と
し
た
が
、
背せ

が
低ひ
く

か
っ

た
の
で
、
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うに
遮
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見み

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

4
そ
れ
で
、
イ
エ
ス
を
見み

る
た
め
に
、
走は
し

っ

て
先さ
き

回ま
わ

り
し
、
い
ち
じ
く
桑ぐ
わ

の
木き

に
登の
ぼ

っ
た
。
そ
こ
を
通と
お

り
過す

ぎ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

5
イ
エ
ス
は
そ
の
場ば

所し
ょ

に
来く

る
と
、
上う
え

を
見み

上あ

げ
て
言い

わ
れ
た
。「
ザ
ア
カ
イ
、
急い
そ

い
で
降お

り
て
来き

な
さ
い
。

今き
ょ
う日

は
、
ぜ
ひ
あ
な
た
の
家い

え

に
泊と

ま
り
た
い
。」

6
ザ
ア
カ
イ
は
急い

そ

い
で
降お

り
て
来き

て
、
喜

よ
ろ
こ

ん
で
イ
エ
ス
を

迎む
か

え
た
。7
こ
れ
を
見み

た
人ひ
と

た
ち
は
皆み
な

つ
ぶ
や
い
た
。「
あ
の
人ひ
と

は
罪つ
み

深ぶ
か

い
男
お
と
こ
の
と
こ
ろ
に
行い

っ
て
宿や
ど

を
と
っ

た
。」

8
し
か
し
、
ザ
ア
カ
イ
は
立た

ち
上あ

が
っ
て
、
主し
ゅ

に
言い

っ
た
。「
主し
ゅ

よ
、
わ
た
し
は
財ざ
い

産さ
ん

の
半は
ん

分ぶ
ん

を
貧ま
ず

し

い
人ひ
と

々び
と

に
施
ほ
ど
こ
し
ま
す
。ま
た
、だ
れ
か
か
ら
何な
に

か
だ
ま
し
取と

っ
て
い
た
ら
、そ
れ
を
四
倍ば
い

に
し
て
返か
え

し
ま
す
。」

9
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
今き
ょ
う日
、
救す
く

い
が
こ
の
家い
え

を
訪
お
と
ず
れ
た
。
こ
の
人ひ
と

も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子こ

な
の
だ
か
ら
。
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10
人ひ
と

の
子こ

は
、
失
う
し
な
わ
れ
た
も
の
を
捜さ
が

し
て
救す
く

う
た
め
に
来き

た
の
で
あ
る
。」

人
の
心
は
本
当
に
不
思
議
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。た
と
え
ば
、す
ご
く
気
持
ち
が
落
ち
込
ん
で
い
る
と
き
で
も
、

た
ま
た
ま
人
か
ら
声
を
掛
け
て
も
ら
っ
た
だ
け
で
、
あ
る
い
は
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
た
だ
け
で
、
あ
る
い
は
以
前
に

ち
ょ
っ
と
し
た
喧
嘩
を
し
た
人
が
、
い
つ
も
と
変
わ
り
な
く
笑
顔
で
挨
拶
し
て
く
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
だ
け
で
嬉

し
く
な
っ
て
何
時
の
間
に
か
元
気
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
は
、
人
っ
て
あ
り
が
た
い
、
人
の
心
は
人

に
よ
っ
て
元
気
に
さ
れ
る
の
だ
な
あ
と
思
わ
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
私
た
ち
は
、
人
の
助
け
が
欲
し
い
と
き
に
、
い
つ
で
も
人
の
助
け
が
得
ら
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
と
の
関
わ
り
は
、
私
た
ち
を
元
気
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
が
、
時
に
私
た
ち
は
、
人
と
の
関
わ
り

に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
、
と
っ
て
も
深
い
孤
独
の
闇
へ
と
突
き
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

本
当
に
つ
ら
い
も
の
で
す
。

実
は
、
今
日
の
聖
書
の
箇
所
に
出
て
き
た
ザ
ア
カ
イ
と
い
う
人
も
、
そ
う
し
た
孤
独
に
長
い
間
苦
し
み
続
け
て

き
た
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ザ
ア
カ
イ
は
、
徴
税
人
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
大

変
嫌
わ
れ
て
い
た
仕
事
を
し
て
い
た
人
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
仕
事
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
敵
国
で
あ
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
同
胞
か
ら
税
金
を
取
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り
立
て
る
、
し
か
も
あ
る
時
は
脅
し
た
り
、
ま
た
あ
る
時
は
ず
る
が
し
こ
い
や
り
方
で
税
金
を
取
り
立
て
る
の
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
非
常
に
忌
み
嫌
わ
れ
、
ま
た
蔑
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

ザ
ア
カ
イ
は
、
自
分
を
蔑
む
人
々
を
見
返
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
一
生
懸
命
努
力
し
て
、

徴
税
人
の
中
で
も
最
も
偉
い
、
徴
税
人
の
頭
に
ま
で
な
り
、
沢
山
の
お
金
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
彼
が
、
あ
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
イ
エ
ス
を
ひ
と
目
見
た
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
で
も
一
体
な
ぜ

ザ
ア
カ
イ
は
、そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
イ
エ
ス
を
見
た
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
イ
エ
ス
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
何
を
期
待
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
聖
書
は
何
も
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
物
語
全
体
を
通
し
て
考
え
て
み
る
と
、
私
に
は
、
ザ
ア
カ
イ
の
心
の
苦
し
み
が
透
け
て
見
え
て
く
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
お
金
を
持
っ
て
い
て
「
裕
福
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
「
幸
福
」
で
は
な
い

彼
の
心
の
苦
し
み
で
す
。
自
分
を
仲
間
は
ず
れ
に
し
て
、
蔑
む
人
々
に
対
す
る
怒
り
や
憎
し
み
、
自
分
の
気
持
ち

を
分
か
ち
合
う
人
が
い
な
い
寂
し
さ
、
そ
ん
な
思
い
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
つ
ら
い
思
い
は
、
彼
が
何
を
し
て
い
る
と
き
に
も
、
何
処
に
い
る
と
き
に
も
、
つ
い
て
ま
わ
る
も

の
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
ど
う
に
か
し
て
抜
け
出
し
た
い
、
救
わ
れ
た
い
、
そ
う
願
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
エ
ス
は
、木
の
上
に
か
け
登
っ
た
ザ
ア
カ
イ
の
そ
う
し
た
心
の
内
側
を
見
抜
い
て
、沢
山
の
群
集
が
い
る
中
で
、

ザ
ア
カ
イ
だ
け
に
特
別
に
、彼
の
名
前
を
呼
ん
で
話
し
か
け
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
次
の
瞬
間
、ザ
ア
カ
イ
の
口
か
ら
、
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次
の
よ
う
な
思
い
も
よ
ら
な
い
言
葉
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

「
主
よ
、
わ
た
し
は
財
産
の
半
分
を
貧
し
い
人
々
に
施
し
ま
す
。
ま
た
、
だ
れ
か
か
ら
何
か
だ
ま
し
取
っ
て
い
た

ら
、
そ
れ
を
４
倍
に
し
て
返
し
ま
す
。」
と
。

つ
ま
り
「
生
き
方
を
変
え
ま
す
」
と
言
う
の
で
す
。「
自
分
を
蔑
ん
で
き
た
人
た
ち
を
見
返
し
て
や
る
た
め
の
人

生
」
か
ら
「
人
々
と
共
に
分
か
ち
合
い
な
が
ら
生
き
る
人
生
」
へ
と
生
き
方
を
変
え
る
と
い
う
の
で
す
。
自
分
が

怒
り
と
憎
し
み
を
感
じ
、
心
の
中
で
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
い
た
人
々
、
そ
の
人
々
と
の
交
わ
り
の
中
に
再
び
帰
っ

て
い
く
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
大
変
勇
気
の
い
る
決
断
で
す
。
ザ
ア
カ
イ
自
身
に
と
っ
て
も
、
自
分
が
語
っ
た

言
葉
だ
と
は
い
え
、
思
い
が
け
な
い
意
外
な
言
葉
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
愛
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
を
拒
絶
す
る
生

き
方
か
ら
、
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
て
い
く
生
き
方
へ
と
方
向
転
換
を
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
人
が
本
来

の
人
と
し
て
回
復
を
し
た
、
決
定
的
に
重
要
な
瞬
間
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
を
見
て
「
今
日
、

救
い
が
こ
の
家
を
訪
れ
た
。」
と
い
っ
て
共
に
喜
び
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
イ
エ
ス
は
、
今
度
は
ザ
ア
カ
イ
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
に
も
む
け
て
、
こ
う
語
り
か
け
ま
す
。

「
人
の
子
は
、
失
わ
れ
た
も
の
を
探
し
て
救
う
た
め
に
き
た
の
で
あ
る
。」

「
失
わ
れ
た
も
の
」、
す
な
わ
ち
ザ
ア
カ
イ
の
よ
う
に
心
に
悩
み
を
持
ち
、
ど
う
に
か
し
て
生
き
方
を
変
え
た
い
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と
願
っ
て
い
る
私
た
ち
一
人
一
人
を
、
で
も
ど
う
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
で
迷
っ
て
い
る
私
た
ち
一
人
一
人

を
、
イ
エ
ス
の
方
か
ら
探
し
出
し
て
救
お
う
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
者
と
は
、
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
生
き
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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「
一
枝
の
ぶ
ど
う
」

工
学
部
教
授
　
星　

宮　
　
　

務

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
　
二
六
章
二
六
～
三
〇
節

26
一い
ち

同ど
う

が
食
し
ょ
く

事じ

を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取と

り
、
賛さ
ん

美び

の
祈い
の

り
を
唱と
な

え
て
、
そ
れ
を
裂さ

き
、

弟で

子し

た
ち
に
与あ
た

え
な
が
ら
言い

わ
れ
た
。「
取と

っ
て
食た

べ
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
体
か
ら
だ
で
あ
る
。
27
ま
た
、

杯さ
か
ず
きを
取と

り
、
感か
ん

謝し
ゃ

の
祈い
の

り
を
唱と
な

え
、
彼か
れ

ら
に
渡わ
た

し
て
言い

わ
れ
た
。「
皆み
な

、
こ
の
杯
さ
か
ず
きか
ら
飲の

み
な
さ
い
。

28
こ
れ
は
罪つ
み

が
赦ゆ
る

さ
れ
る
よ
う
に
、
多お
お

く
の
人ひ
と

の
た
め
に
流な
が

さ
れ
る
わ
た
し
の
血ち

、
契け
い

約や
く

の
血ち

で
あ
る
。

29
言い

っ
て
お
く
が
、
わ
た
し
の
父ち
ち

の
国く
に

で
あ
な
た
が
た
と
共と
も

に
新あ
ら

た
に
飲の

む
そ
の
日ひ

ま
で
、
今こ
ん

後ご

ぶ
ど
う

の
実み

か
ら
作つ
く

っ
た
も
の
を
飲の

む
こ
と
は
決け
っ

し
て
あ
る
ま
い
。
30
一い
ち

同ど
う

は
賛さ
ん

美び

の
歌う
た

を
う
た
っ
て
か
ら
、
オ

リ
ー
ブ
山や
ま

へ
出で

か
け
た
。」

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
　
一
五
章
一
～
五
節

1
「
わ
た
し
は
ま
こ
と
の
ぶ
ど
う
の
木き

、
わ
た
し
の
父ち
ち

は
農の
う

夫ふ

で
あ
る
。

2
わ
た
し
に
つ
な
が
っ
て
い
な
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が
ら
、
実み

を
結む
す

ば
な
い
枝え
だ

は
み
な
、
父ち
ち

が
取と

り
除の
ぞ

か
れ
る
。
し
か
し
、
実み

を
結む
す

ぶ
も
の
は
み
な
、
い
よ
い

よ
豊ゆ
た

か
に
実み

を
結む
す

ぶ
よ
う
に
手て

入い

れ
を
な
さ
る
。

3
わ
た
し
の
話は
な

し
た
言こ
と

葉ば

に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
は

既す
で

に
清き
よ

く
な
っ
て
い
る
。

4
わ
た
し
に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い
。
わ
た
し
も
あ
な
た
が
た
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
ぶ
ど
う
の
枝え
だ

が
、木き

に
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、自じ

分ぶ
ん

で
は
実み

を
結む
す

ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

あ
な
た
が
た
も
、
わ
た
し
に
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
実み

を
結む
す

ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。

5
わ
た
し
は
ぶ

ど
う
の
木き

、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
枝え
だ

で
あ
る
。
人ひ
と

が
わ
た
し
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
わ
た
し
も
そ
の
人ひ
と

に

つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人ひ
と

は
豊ゆ
た

か
に
実み

を
結む
す

ぶ
。
わ
た
し
を
離は
な

れ
て
は
、
あ
な
た
が
た
は
何な
に

も
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
　

本
日
の
礼
拝
で
は
２
箇
所
の
聖
書
を
お
読
み
し
ま
し
た
。
初
め
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
「
最
後
の

晩
餐
」
の
時
に
弟
子
た
ち
と
共
に
食
卓
に
つ
き
、回
し
な
が
ら
パ
ン
を
食
べ
、ぶ
ど
う
酒
を
飲
ん
で
い
る
箇
所
で
す
。

こ
こ
で
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
「
わ
た
し
の
体
」、
ぶ
ど
う
酒
を
「
私
の
血
」
と
た
と
え
て
い
ま
す
。

パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
は
、
西
洋
の
世
界
で
は
生
き
る
た
め
に
必
要
な
食
べ
も
の
で
あ
り
、
何
か
を
祝
っ
た
り
す

る
こ
と
を
記
念
す
る
飲
み
物
で
、欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
イ
エ
ス
が
「
体
と
血
」
と
表
現
し
た
の
は
、

こ
の
食
事
会
の
す
ぐ
後
に
つ
か
ま
っ
て
、
や
が
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
殺
さ
れ
る
こ
と
を
予
感
し
た
表
現
に
な
っ
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て
い
ま
す
。
因
み
に
、
私
た
ち
の
手
元
に
あ
る
聖
書
が
「
旧
約
聖
書
」、「
新
約
聖
書
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
モ
ー
セ
の
十
戒
に
よ
る
神
の
契
約
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
し
い
契
約
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
ク
リ
ス
マ
ス
や
イ
ー
ス
タ
ー
な
ど
の
記
念
日
に
は
必
ず
「
聖
餐
式
」
が
行
わ
れ
る
の
で
、

ぶ
ど
う
酒
が
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。
も
う
20
年
く
ら
い
前
、
私
は
家
族
と
一
緒
に
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
の
大
学
に
１
年
間
在
外
研
究
で
留
学
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
南
側
に
は
、
メ
キ
シ
コ

国
境
か
ら
北
隣
の
オ
レ
ゴ
ン
州
に
向
か
っ
て
「
エ
ル
・
カ
ミ
ー
ノ
」（
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
真
理
へ
の
道
」）
と
呼
ば

れ
る
道
路
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
が
新
大
陸
に
上
陸
し
た
後
、
南
か
ら
北
へ
と
こ
の

道
路
を
作
り
、
道
に
沿
っ
て
何
箇
所
も
の
教
会
を
た
て
、
そ
の
そ
ば
に
聖
餐
式
に
使
う
た
め
に
ぶ
ど
う
園
を
作
り
、

ワ
イ
ン
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
ナ
パ
と
か
ソ
ノ
マ
な
ど
の
現
在
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ワ
イ
ン
の
は
じ
ま
り
で

あ
る
、
と
言
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、
ぶ
ど
う
酒
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
ま
す
。
私
は
今
年
の
７
月
、
学
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、
フ
ラ

ン
ス
の
ボ
ル
ド
ー
を
訪
れ
ま
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
は
勿
論
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
と
並
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
・
ワ
イ
ン
の
一
大

生
産
地
で
あ
り
ま
す
。
日
本
は
良
い
お
客
さ
ん
で
、
当
地
の
生
産
量
の
１
／
４
か
ら
１
／
３
く
ら
い
を
輸
入
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
ワ
イ
ン
醸
造
所
を
訪
れ
る
ツ
ア
ー
に
も
参
加
し
ま
し
た
が
、
ワ
イ
ン
畑
を
見
学
す
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ぶ
ど
う
棚
ご
と
に
棚
の
手
前
に
赤
い
バ
ラ
が
植
え
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
の
た
め
に
植
え
て
あ
る
と



−102−−103−

思
い
ま
す
か
？

答
え
は
、「
人
が
鉱
山
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
時
に
、
カ
ナ
リ
ア
を
か
ご
に
入
れ
て
持
っ
て
い
く
の
と
、
同
じ
理
屈
」

で
す
。
つ
ま
り
、
カ
ナ
リ
ア
が
有
毒
な
ガ
ス
に
敏
感
に
反
応
し
て
危
険
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
バ
ラ
も
ぶ
ど

う
に
悪
い
病
原
菌
に
速
や
か
に
反
応
し
て
教
え
て
く
れ
る
、
と
言
う
こ
と
で
し
た
。
悪
い
病
原
菌
に
汚
染
さ
れ
な

い
よ
う
、
大
事
に
、
大
事
に
農
夫
た
ち
が
ぶ
ど
う
を
守
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
し
た
。

さ
て
、
本
日
読
み
ま
し
た
２
箇
所
目
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
１
節
に
は
「
私
は
ま
こ
と
の
ぶ

ど
う
の
木
、
私
の
父
は
農
夫
で
あ
る
」、
５
節
に
は
「
あ
な
た
が
た
は
そ
の
枝
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

す
べ
て
の
果
実
を
結
ぶ
木
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ぶ
ど
う
の
木
は
す
べ
て
の
栄
養
分
、
糖
分
を
自
分
の
根
や

茎
に
溜
め
込
む
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
大
事
な
養
分
を
一
つ
一
つ
の
枝
に
、
ぶ
ど
う
の
房
へ
と
送
り
ま
す
。
そ

し
て
、
農
夫
も
悪
い
病
原
菌
が
つ
か
な
い
よ
う
に
、
ぶ
ど
う
の
一
枝
、
一
枝
を
大
切
に
見
守
っ
て
い
ま
す
。

聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
の
た
と
え
を
言
い
換
え
る
と
、
ぶ
ど
う
の
木
と
同
じ
よ
う
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は

ぶ
ど
う
の
実
と
な
る
私
た
ち
に
す
べ
て
を
犠
牲
に
し
て
ご
自
分
を
与
え
て
下
さ
り
、
神
様
も
ぶ
ど
う
園
の
農
夫
の

よ
う
に
温
か
く
私
た
ち
を
見
守
っ
て
下
さ
る
、
と
言
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ぶ
ど
う
が
私
た
ち
の
心
を
暖
か
く
癒
し
て
く
れ
る
、
と
感
じ
ら
れ
た
思
い
出
が
、
私
に
は
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

子
供
の
頃
、
有
島
武
郎
の
「
一
房
の
ぶ
ど
う
」
と
言
う
童
話
を
読
み
ま
し
た
。「
友
達
の
絵
の
具
を
盗
ん
で
し
ま
っ
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た
主
人
公
が
、
優
し
い
先
生
に
赦
さ
れ
、
先
生
の
白
い
手
の
ひ
ら
に
の
せ
ら
れ
た
一
房
の
ぶ
ど
う
が
、
主
人
公
に

は
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
に
な
っ
た
」
と
い
う
お
話
で
す
。
こ
の
話
は
き
っ
と
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
で
は
な

い
か
、
と
思
い
ま
す
。

昨
年
の
春
、
江
戸
時
代
の
高
名
な
日
本
画
家
、「
伊
藤
若
冲
」
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
個
人
的
に
所
蔵
し
て
い
る
ア

メ
リ
カ
在
住
の
ジ
ョ
ー
＆
悦
子
＝
プ
ラ
イ
ス
夫
妻
が
、「
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
」
記
念
と
し
て
、
宮
城
、
岩
手
、

福
島
の
３
県
で
作
品
展
を
開
催
し
て
、
震
災
で
傷
つ
い
た
私
た
ち
の
心
を
癒
し
て
下
さ
っ
た
、
と
い
う
経
験
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

プ
ラ
イ
ス
さ
ん
が
最
初
に
出
会
っ
た
若
冲
の
作
品
は
、
何
と
一
色
の
墨
で
描
か
れ
た
「
葡
萄
図
」
で
し
た
。
プ

ラ
イ
ス
さ
ん
の
心
の
中
に
、
聖
書
の
こ
の
箇
所
が
思
い
出
さ
れ
た
の
か
、
ど
う
か
私
は
知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
東
洋
の
水
墨
画
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
が
、
一
枝
の
ぶ
ど
う
を
描
い
た
絵

に
ひ
か
れ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
始
め
、
そ
れ
か
ら
50
年
た
っ
て
か
ら
、
彼
の
集
め
た
作
品
展
が
震
災
に
苦
し
ん
だ

東
北
の
地
で
開
か
れ
た
の
で
す
。
ぶ
ど
う
の
絵
が
き
っ
か
け
で
は
じ
ま
っ
た
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
若
冲

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ぶ
ど
う
の
甘
い
果
汁
が
私
た
ち
の
口
の
中
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
よ
う
に
、
震
災
で
傷
つ
い
た

私
た
ち
の
心
を
癒
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
本
当
に
ぶ
ど
う
の
持
つ
ま
こ
と
に
不
思
議
な
力
、
と
言
い
ま
す
か
、
神

様
の
導
き
を
感
じ
た
次
第
で
す
。
祈
り
ま
す
。
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　「
た
だ
一
つ
知
っ
て
い
る
こ
と
」

　

　
　

工
学
部
准
教
授　

長　

島　

慎　

二

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
九
章
二
十
四
節
～
三
十
四
節

 

24
「
さ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

た
ち
は
、
盲も
う

人じ
ん

で
あ
っ
た
人ひ
と

を
も
う
一い
ち

度ど

呼よ

び
出だ

し
て
言い

っ
た
。『
神か
み

の
前ま
え

で
正
し
ょ
う

直じ
き

に
答こ
た

え
な
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
の
者も
の

が
罪つ
み

あ
る
人に
ん

間げ
ん

だ
と
知し

っ
て
い
る
の
だ
。』
25
彼か
れ

は
答こ
た

え
た
。

『
あ
の
方か
た

が
罪つ
み

人び
と

か
ど
う
か
、
わ
た
し
に
は
分わ

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一ひ
と

つ
知し

っ
て
い
る
の
は
、
目め

の
見み

え
な

か
っ
た
わ
た
し
が
、
今い
ま

は
見み

え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。』
26
す
る
と
、
彼か
れ

ら
は
言い

っ
た
。『
あ
の
者も
の

は
お
前ま
え

に
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
お
前ま
え

の
目め

を
ど
う
や
っ
て
開あ

け
た
の
か
。』
27
彼か
れ

は
答こ
た

え
た
。『
も
う
お
話は
な

し
し
た
の
に
、
聞き

い
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
ま
た
、
聞き

こ
う
と
な
さ
る
の
で
す
か
。
あ
な
た

が
た
も
あ
の
方か
た

の
弟で

子し

に
な
り
た
い
の
で
す
か
。』
28
そ
こ
で
、
彼か
れ

ら
は
の
の
し
っ
て
言い

っ
た
。『
お
前ま
え

は

あ
の
者も
の

の
弟で

子し

だ
が
、
我わ
れ

々わ
れ

は
モ
ー
セ
の
弟で

子し

だ
。
29
我わ
れ

々わ
れ

は
、
神か
み

が
モ
ー
セ
に
語か
た

ら
れ
た
こ
と
は
知し

っ

て
い
る
が
、
あ
の
者も
の

が
ど
こ
か
ら
来き

た
の
か
は
知し

ら
な
い
。』
30
彼か
れ

は
答こ
た

え
て
言い

っ
た
。『
あ
の
方か
た

が
ど
こ

か
ら
来こ

ら
れ
た
か
、
あ
な
た
が
た
が
ご
存ぞ
ん

じ
な
い
と
は
、
実じ
つ

に
不ふ

思し

議ぎ

で
す
。
あ
の
方か
た

は
、
わ
た
し
の
目め
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を
開あ

け
て
く
だ
さ
っ
た
の
に
。
31
神か
み

は
罪つ
み

人び
と

の
言い

う
こ
と
は
お
聞き

き
に
な
ら
な
い
と
、
わ
た
し
た
ち
は
承
し
ょ
う

知ち

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
神か
み

を
あ
が
め
、
そ
の
御み

心こ
こ
ろを
行
お
こ
な
う
人ひ
と

の
言い

う
こ
と
は
、
お
聞き

き
に
な
り
ま
す
。

32
生う

ま
れ
つ
き
目め

が
見み

え
な
か
っ
た
者も
の

の
目め

を
開あ

け
た
人ひ
と

が
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で
一い
ち

度ど

も

聞き

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
33
あ
の
方か
た

が
神か
み

の
も
と
か
ら
来こ

ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
何な
に

も
お
で
き
に

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。』
34
彼か
れ

ら
は
、『
お
前ま
え

は
全
ま
っ
た
く
罪つ
み

の
中な
か

に
生う

ま
れ
た
の
に
、
我わ
れ

々わ
れ

に
教お
し

え
よ
う

と
い
う
の
か
』
と
言い

い
返か
え

し
、
彼か
れ

を
外そ
と

に
追お

い
出だ

し
た
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
、
読
み
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
に
は
二
種
類
の
人
物
が
登
場
し
ま
す
。
一
人
は
イ
エ
ス
様
に
眼
を
開
け
て
い
た

だ
い
た
盲
人
で
あ
り
。
も
う
一
方
は
、
そ
の
男
を
尋
問
す
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
で
す
。

こ
の
盲
人
が
眼
を
開
け
て
い
た
だ
い
た
子
細
に
つ
い
て
は
、
今
読
み
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
の
直
前
に
記
し
て
あ

り
ま
す
。
生
ま
れ
つ
き
眼
が
見
え
な
か
っ
た
こ
の
男
に
つ
い
て
、
弟
子
た
ち
が
、「
ラ
ビ
、
こ
の
人
が
生
ま
れ
つ
き

目
が
見
え
な
い
の
は
、
だ
れ
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
す
か
。
本
人
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
両
親
で
す
か
。」
と
問
う

た
の
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
様
は
「
本
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
も
、
両
親
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
も
な
い
。
神
の

業
が
こ
の
人
に
現
れ
る
た
め
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
、
眼
を
癒
さ
れ
た
の
で
し
た
。
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こ
の
出
来
事
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
評
判
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
安
息
日
に
イ

エ
ス
様
が
眼
を
癒
さ
れ
た
と
い
う
の
で
、
人
々
は
こ
の
男
を
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
の
も
と
に
連
れ
て
い
き
、
先

程
読
み
ま
し
た
よ
う
な
尋
問
が
な
さ
れ
た
の
で
し
た
。

実
は
、
既
に
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
一
度
、
こ
の
男
を
尋
問
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
盲
人
で
あ
っ

た
と
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
男
を
呼
び
だ
し
て
尋
ね
た
の
で
す
。「
神
の
前
で

正
直
に
答
え
な
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
の
者
が
罪
あ
る
人
間
だ
と
知
っ
て
い
る
の
だ
。」
と
。
男
は
し
か
し
答

え
ま
し
た
。「
あ
の
方
が
罪
人
か
ど
う
か
、
わ
た
し
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一
つ
知
っ
て
い
る
の
は
、
目
の
見

え
な
か
っ
た
わ
た
し
が
、
今
は
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。」

こ
の
箇
所
は
、
多
く
の
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。
盲
人
で
あ
っ
た
こ
の
男
は
、
実
に
正
直
に

答
え
て
い
ま
す
。
目
の
見
え
な
か
っ
た
自
分
が
い
ま
は
見
え
る
、そ
れ
は
彼
自
身
の
体
験
で
あ
り
、彼
に
と
っ
て
は
、

い
さ
さ
か
も
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
で
あ
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

聖
書
に
関
し
て
幾
ら
か
の
知
識
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
ほ
ん
の
一
部
に
つ
い
て
し
か
知
ら
な
い
と
言
っ
て
よ

い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
体
験
に
基
づ
い
て
、
い
さ
さ
か
も
ご
ま
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
知
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
主
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
に
か
け
て
下
さ
っ
た
愛
で
あ
り
恵
み
で
す
。
キ
リ
ス

ト
者
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
こ
の
箇
所
に
登
場
す
る
、
盲
人
で
あ
っ
た
男
の
よ
う
に
、
確
か
に
身
に
覚
え
の
あ
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る
イ
エ
ス
様
と
の
出
会
い
が
あ
る
も
の
で
す
。
難
し
い
こ
と
は
解
ら
な
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
が
自
分
に
な
に
を
し

て
下
さ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
も
多
く
の
人
の
前
で
自
ら
の
証
し
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
喜
び
で
あ
り
誇
り
で
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
一
方
で
、こ
の
箇
所
に
登
場
す
る
フ
ァ

リ
サ
イ
派
の
人
々
は
何
と
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
証
言
を
聞
い
て
も
、
直
接
本
人
に
問

い
た
だ
し
て
も
、
事
実
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
。
前
に
盲
人
で
あ
っ
た
男
を
尋
問
す

る
こ
と
は
し
て
も
、
直
接
イ
エ
ス
様
に
聞
く
こ
と
を
し
な
い
人
々
。
会
堂
を
追
放
す
る
と
い
う
強
権
を
も
っ
て
男

を
追
い
つ
め
よ
う
と
す
る
人
々
。
あ
る
意
味
で
は
、こ
れ
も
わ
た
し
た
ち
の
姿
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
こ
と
で
し
ょ

う
。こ

の
男
は
、
目
の
見
え
な
か
っ
た
男
で
す
か
ら
、
こ
の
世
的
に
は
無
力
で
、
差
別
さ
れ
、
そ
の
日
一
日
を
生
き

る
の
に
も
大
変
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
、
実
際
、
イ
エ
ス
様
一
行
が
道
を
進
ん
で
い
た
と
き
に
出
会
っ
た
の
は
、
こ

の
男
が
道
端
で
物
乞
い
を
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
人
々
に
差
別
を
受
け
な
が
ら
も
、
衆
目
の
集
ま
る
場
所
に

身
を
置
く
し
か
な
か
っ
た
男
な
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
人
々
は
物
乞
い
の
際
に
発
す
る
声
し
か
聞
い
た
こ
と
が
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
か
に
つ
い
て
、
こ
の
男
と
語
り
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
こ
の
男
が

何
か
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
は
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
か
ら
の
詰
問

を
受
け
、
実
際
に
今
後
の
生
活
上
、
い
や
命
に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
圧
迫
を
前
に
し
て
、
こ
の
男
は
勇
気
を
も
っ
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て
敢
然
と
言
い
放
っ
た
の
で
し
た
。

「
あ
の
方
が
ど
こ
か
ら
来
ら
れ
た
か
、
あ
な
た
が
た
が
ご
存
じ
な
い
と
は
、
実
に
不
思
議
で
す
。
あ
の
方
は
、
わ

た
し
の
目
を
開
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
に
。
神
は
罪
人
の
言
う
こ
と
は
お
聞
き
に
な
ら
な
い
と
、
わ
た
し
た
ち
は
承

知
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
神
を
あ
が
め
、
そ
の
御
心
を
行
う
人
の
言
う
こ
と
は
、
お
聞
き
に
な
り
ま
す
。
生
ま

れ
つ
き
目
が
見
え
な
か
っ
た
者
の
目
を
開
け
た
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
方
が
神
の
も
と
か
ら
来
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、何
も
お
で
き
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。」

わ
た
し
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
男
の
よ
う
に
、
敢
然
と
主
と
自
分
に
つ
い
て
の
証
し
を
す
る
者
に
な
り
た
い
と
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
祈
り
ま
し
ょ
う
。
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「
あ
る
日
の
音
楽
礼
拝
」

大
学
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト　

今　

井　

奈
緒
子

五
月
一
九
日
（
月
）
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス  

ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
礼
拝
堂　

司
会
：
佐
々
木 

哲
夫 

宗
教
部
長

［
讃
美
歌
］　

２
４
番
、
５
４
１
番

［
聖
書
箇
所
］　

詩
編　

五
六
編
四
～
五
節

［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ
．Ｓ
． 

バ
ッ
ハ
（1685-1750

）
コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
あ
あ
、
わ
れ
ら
と
と
も
に
留
ま
り
た
ま
え
、

主 

イ
エ
ス･

キ
リ
ス
ト
よ
」BW

V649

（
前
奏
）　

Ｊ
．Ｃ
．フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
（1696-1763

）
コ

ラ
ー
ル
編
曲
「
神
よ
、汝
の
慈
し
み
に
よ
り
て
」（
演
奏
）　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ  

コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
わ

れ
、汝
に
別
れ
を
告
げ
ん
」（
後
奏
）BW

V729

バ
ッ
ハ
は
日
曜
毎
の
礼
拝
で
用
い
る
た
め
に
器
楽
と
声
楽
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
楽

曲
（
の
ち
に
『
教
会
カ
ン
タ
ー
タ
』
と
呼
ば
れ
ま
す
）
を
数
多
く
残
し
ま
し
た
。
多
く
は
た
だ
一
度
し
か
演
奏
さ
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れ
る
こ
と
の
な
い
「
機
会
作
品
」
で
し
た
か
ら
、
バ
ッ
ハ
は
自
分
で
も
良
く
で
き
た
と
思
わ
れ
る
６
曲
を
、
オ
ル

ガ
ン
で
（
ひ
と
り
で
）
演
奏
で
き
る
よ
う
編
曲
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
出
版
者
の
名
を
と
っ
て
シ
ュ
ー
プ
ラ
ー
・

コ
ラ
ー
ル
集
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
曲
「
あ
あ
、
我
ら
と
と
も
に
…
」
は
、
弟
子
達
が
、
夕
暮
れ
の

エ
マ
オ
へ
の
道
で
復
活
さ
れ
た
イ
エ
ス
に
出
会
う
美
し
い
情
景
を
、
音
楽
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
は
若
く
し
て
、
生
地
に
近
い
ア
ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
バ
ッ
ハ
に
学
び
ま
し
た
。

弟
子
は
こ
れ
を
と
て
も
誇
り
に
し
、
師
も
彼
を
最
も
優
秀
な
弟
子
の
一
人
と
記
し
て
い
ま
す
。
宮
廷
オ
ル
ガ
ニ
ス

ト
兼
ヨ
ハ
ン
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
バ
ッ
ハ
宮
廷
楽
団
の
チ
ェ
ン
バ
ロ
奏
者
で
あ
り
な
が
ら
、ヴ
ァ
イ
マ
ル
市
長
に
も
な
っ

た
と
い
う
人
物
で
す
。「
神
よ
、
汝
の
慈
し
み
に
よ
り
て
」
は
十
七
世
紀
に
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
た
賛
美
歌
で 「
神
よ
、

私
た
ち
を
罪
と
悩
み
か
ら
救
い
出
し
、
終
わ
り
の
日
ま
で
そ
の
御
手
の
う
ち
に
お
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
内
容

の
歌
詞
に
、 

Ｈ
．シ
ャ
イ
ン
が
旋
律
を
つ
け
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
は
こ
の
旋
律
に
四
通
り
の
編
曲
を
施
し
て
い

ま
す
。
最
初
は
バ
ッ
ハ
が
ア
ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
人
々
を
驚
か
せ
た
、前
奏
間
奏
入
り
の
和
声
体
コ
ラ
ー
ル
に
倣
っ

た
も
の
、
二
曲
目
は
凝
っ
た
装
飾
コ
ラ
ー
ル
、
第
三
、四
曲
は
バ
ッ
ハ
に
も
影
響
を
与
え
た
Ｇ
．ベ
ー
ム
風
の
ト
リ

オ
と
ビ
チ
ニ
ウ
ム
（
二
声
部
曲
）
で
す
。

六
月
一
一
日
（
水
）
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂　

司
会
：
野
村 

信 

大
学
宗
教
主
任
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［
賛
美
歌
］　

５
０
０
番
、
５
４
２
番

［
聖
書
箇
所
］　

ヨ
エ
ル
書　

三
章
一
～
五
節

［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ （1675-1750

）
コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
来
た
れ
聖
霊
、
主
な
る
神
」BW

V651

（
前

奏
）
Ｎ
．ド
・ 

グ
リ
ニ （1672-1703

）
組
曲
「
来
た
れ
、創
造
主
な
る
聖
霊
よ
」
よ
り
「
来
た
れ
、

創
造
主
」を
テ
ノ
ー
ル
で 

・
５
声
の
フ
ー
ガ 

・
デ
ュ
オ（
演
奏
）　

Ｊ
．Ｓ
． 

バ
ッ
ハ 

コ
ラ
ー
ル
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
「
来
た
れ
聖
霊
、
主
な
る
神
」BW

V652

（
後
奏
）

六
月
八
日
の
日
曜
日
、
全
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
ペ
ン
テ
コ
ス
テ（
聖
霊
降
臨
日
）を
祝
い
ま
し
た
。「
５
」

を
意
味
す
るpenta

か
ら
五
旬
節
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
世
に
教
会
が
生
ま
れ
た「
誕
生
日
」を
記
念
す
る
日
で
す
。

聖
書
は
、
聖
霊
が
降く

だ

る
様
子
を ″
激
し
い
風
が
吹
い
て
く
る
よ
う
な
音
〟
と
と
も
に ″
火
の
よ
う
な
舌
が
分
か
れ
分

か
れ
に
現
れ
て
弟
子
達
ひ
と
り
ひ
と
り
の
上
に
と
ど
ま
っ
た
〟
と
伝
え
て
い
ま
す
。
今
日
演
奏
す
る
曲
は
い
ず
れ

も
、「
聖
霊
よ
来
た
れ 

そ
し
て
私
た
ち
の
心
を
燃
え
立
た
せ
て
く
だ
さ
い 

ア
レ
ル
ヤ
！
」と
歌
う
賛
歌
を
も
と
に

作
ら
れ
た
オ
ル
ガ
ン
作
品
で
す
。
聖
霊
は
激
し
く
降
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
時
に
は
静
か
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
吹

い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
…
同
じ
コ
ラ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
語
の
賛
美
歌
）
を
元
に
し
た
、
同
じ
く
バ
ッ
ハ
の
作
品
で
あ

り
な
が
ら
、
前
奏
と
後
奏
で
こ
れ
ほ
ど
雰
囲
気
が
異
な
る
の
に
は
、
そ
ん
な
わ
け
が
あ
り
ま
す
。
前
奏
は
静
か
に
、
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後
奏
は
力
強
く
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

聖
書
朗
読
の
後
に
、
バ
ッ
ハ
と
同
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
は
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
の
中
心
地
ラ
ン
ス
の
オ
ル
ガ
ニ

ス
ト
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
・
ド･

グ
リ
ニ
に
よ
る
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
作
品
か
ら
演
奏
し
ま
す
。
グ
リ
ニ
は
三
十
年
余

り
の
短
い
生
涯
に
、
オ
ル
ガ
ン
・
ミ
サ
曲
と
５
つ
の
聖
歌
に
よ
る
組
曲
を
「
第
１
オ
ル
ガ
ン
曲
集
」
と
し
て
出
版

し
ま
し
た
。
こ
こ
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂
の
オ
ル
ガ
ン
は
、
こ
れ
ら
フ
ラ
ン
ス
古
典
と
よ
ば
れ
る
作
品
を
弾
く
の

に
最
適
な
音
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。
三
曲
を
通
し
て
、
そ
の
独
特
な
響
き
を
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

九
月
二
四
日
（
月
）
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス  

ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂　

司
会
：
佐
々
木 

哲
夫 

宗
教
部
長

［
賛
美
歌
］　

２
８
番
、
５
４
１
番

［
聖
書
箇
所
］　

旧
約
聖
書　

詩
編　

百
十
九
編
九
～
十
六
節

［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ
．Ｌ
．ク
レ
ー
プ
ス（1713-80
）コ
ラ
ー
ル
編
曲「
心
よ
り
わ
れ
、汝
を
愛
し
ま
つ
る
、お
お
主
よ
」

（
前
奏
）　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ （1685-1750
） 

オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン
（
オ
ル
ガ
ン
小
曲
集
）
よ

り
「
主
イ
エ
ス 

キ
リ
ス
ト
よ 

我
ら
を
顧
み
て
」BW

V632 「
最
愛
の
イ
エ
ス
よ 

我
ら
こ
こ
に
集

い
」BW

V634 「
こ
れ
ぞ
聖
な
る
十
戒
」BW

V635 「
天
に
ま
し
ま
す
我
ら
の
父
よ
」BW

V636

（
演

奏
）　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ 

オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン
よ
り「
た
だ
愛
す
る
神
に
の
み
信
頼
す
る
者
は
」
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BW
V647

（
後
奏
）

オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン（
オ
ル
ガ
ン
小
曲
集
）は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
宮
廷
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
兼
楽
師
長
を
務
め
て

い
た
バ
ッ
ハ
が
、
二
十
代
の
終
わ
り
か
ら
作
曲
を
始
め
た
コ
ラ
ー
ル
編
曲
集
で
す
。
九
二
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
自
筆

の
楽
譜
帳
に
、
待
降
節
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
新
年
、
受
難
節
、
復
活
節
と
い
う
よ
う
に
、
教
会
暦
に
従
っ
て
あ
ら
か

じ
め
編
曲
し
よ
う
と
す
る
コ
ラ
ー
ル
の
題
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
倹
約
家
で
あ
っ
た
バ
ッ
ハ
は
紙
と
イ

ン
ク
を
節
約
し
た
と
み
え
て
、
作
曲
し
た
頁
に
は
所
狭
し
と
音
符
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
全
体
の
約
三
分

の
二
に
あ
た
る
ペ
ー
ジ
は
、
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
曲
も
簡
潔
で
、
短
く
切
り
詰
め
ら
れ
た
様
式

で
書
か
れ
、し
か
し
そ
の
編
曲
方
法
の
多
様
さ
に
は
ま
っ
た
く
驚
か
さ
れ
ま
す
。「
就
活
人
生
」を
送
っ
た
バ
ッ
ハ
は
、

こ
の
曲
集
を
ハ
レ
の
聖
マ
リ
ア
教
会
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
に
応
募
す
る
た
め
の
業
績
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

賃
金
交
渉
が
上
手
く
行
か
ず
、
結
果
的
に
ケ
ー
テ
ン
へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ケ
ー
テ
ン
で
は
こ
の
楽
譜
帳

に
「
こ
こ
に
は
初
歩
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
が
、
コ
ラ
ー
ル（
ド
イ
ツ
語
の
賛
美
歌
）を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
す
る
た

め
の
手
引
き
、
さ
ら
に
ペ
ダ
ル
演
奏
を
習
得
す
る
た
め
の
手
引
き
が
あ
る
。
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
栄
光
あ
れ
。
隣

人
が
当
曲
集
よ
り
学
べ
る
よ
う
に
。」
と
の
前
書
き
を
加
え
て
い
ま
す
。
実
際
に
こ
の
曲
集
で
学
ん
だ
の
は
長
男
フ

リ
ー
デ
マ
ン
や
、集
ま
り
始
め
た
弟
子
達
で
し
た
。前
奏
で
弾
く
ク
レ
ー
プ
ス
は
バ
ッ
ハ
の
愛
弟
子
で
す
か
ら
、き
っ
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と
彼
も
こ
の
曲
集
で
勉
強
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。《
オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン
》
は
今
日
も
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
達
が
礼

拝
に
用
い
る
た
め
に
愛
好
し
、
ま
た
オ
ル
ガ
ン
奏
法
を
学
ぶ
人
た
ち
に
は
格
好
の
教
材
と
し
て
、
弾
き
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

十
一
月
十
二
日
（
水
）
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂　
　

司
会
：
野
村 

信 

大
学
宗
教
主
任

［
讃
美
歌
］　

１
番
、
５
４
１
番

［
聖
書
箇
所
］　

旧
約
聖
書　

詩
編　

九
八
編
四
～
六
節

［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ
（1685-1750

）
オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン（
オ
ル
ガ
ン
小
曲
集
）
よ
り
「
平

安
と
喜
び
も
て
わ
れ
は
逝
く
」BW

V616

「
主
な
る
神
よ
、
い
ざ
天
の
扉
を
開
き
た
ま
え
」

BW
V617

（
前
奏
）　 

同 「
お
お
人
よ
、汝
の
罪
の
大
い
な
る
を
嘆
け
」BW

V622

（
演
奏
） 　

同「
主

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
よ
、
我
ら
汝
に
感
謝
す
」BW

V623

（
後
奏
）

コ
ラ
ー
ル
旋
律
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
見
事
に
編
曲
さ
れ
て
い
て
、
短
い
曲
の
中
に
エ
ッ
セ
ン
ス
が

ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
た
オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン
（
オ
ル
ガ
ン
小
曲
集
）か
ら
、
今
朝
は
幾
つ
か
の
作
品
を
演
奏
し

ま
す
。
前
奏
は
永
眠
者
を
記
念
す
る
一
一
月
に
ち
な
み
、
老
シ
メ
オ
ン
の
旅
立
ち
を
歌
っ
た
コ
ラ
ー
ル
と
、
天
国



−116−

を
希
求
す
る
コ
ラ
ー
ル
の
編
曲
を
選
び
ま
し
た
。「
い
ざ
天
の
扉
を
開
き
た
ま
え
」
の
ペ
ダ
ル
音
型
は
、
天
国
の
扉

を
ノ
ッ
ク
す
る
象
徴
と
言
わ
れ
ま
す
。「
お
お
人
よ
、
…
」
は
曲
集
の
中
で
唯
一
、６
分
を
越
え
る
長
さ
を
持
つ
味

わ
い
深
い
名
作
。
後
奏
は
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
際
し
、
人
類
へ
の
救
い
の
確
信
を
歌
う
力
強
い
曲
で
す
。

一
二
月
十
日
（
金
）
多
賀
城
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂　

司
会
：
佐
々
木 

哲
夫 

宗
教
部
長

［
讃
美
歌
］　

１
２
１
番
、
５
４
１
番

［
聖
書
箇
所
］　

詩
編　

九
八
編
四
～
六
節

［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ
（1685-1750

）
コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
今
こ
そ
来
ま
せ
、
異
邦
人
の
救
い
主
よ
」

BW
V639

（
前
奏
） 
Ｆ
．=

Ａ
．ギ
ル
マ
ン
（1837-1911

） 

２
つ
の
ノ
エ
ル
に
よ
る
オ
ッ
フ
ェ
ル

ト
ワ
ー
ル
（
演
奏
）　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ　

オ
ル
ゲ
ル
ビ
ュ
ヒ
ラ
イ
ン
よ
り
「
キ
リ
ス
ト
を 

わ
れ

ら 

さ
や
け
く
頌
め
讃
う
べ
し
」BW

V611

（
後
奏
）

フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
ギ
ル
マ
ン
は
、
ほ
ぼ
独
学
で
オ
ル
ガ
ン
奏
法
を
マ
ス
タ
ー
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
＝
コ
ル
と
い
う
名
工
が
、
楽
器
の
音
色
を
模
倣
し
、
ま
る
で
一
台
で
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
様
に

機
能
す
る
オ
ル
ガ
ン
を
製
作
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
ギ
ル
マ
ン
の
創
作
と
演
奏
活
動
の
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。
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Ｃ
．Ｍ
．ヴ
ィ
ド
ー
ル
と
と
も
に
確
立
さ
せ
た
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
「
オ
ル
ガ
ン
交
響
曲
」
様
式
や
、
こ
の
作
品
の
よ

う
に
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
旋
律
を
元
に
し
た
編
曲
に
よ
っ
て
、
パ
リ
市
民
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
、

ロ
シ
ア
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
で
も
聴
衆
を
熱
狂
さ
せ
た
そ
う
で
す
。
一
八
七
一
年
に
は
パ
リ
の
ト
リ
ニ

テ
教
会
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
と
な
り
、
教
育
者
と
し
て
も
ス
コ
ラ
・
カ
ン
ト
ー
ル
ム
の
設
立
、
パ
リ
音
楽
院
で
ヴ
ィ
ド
ー

ル
の
後
継
を
務
め
る
な
ど
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
る
と
教
会
や
学
校

や
家
庭
か
ら
も
聞
こ
え
て
く
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
２
つ
の
旋
律
を
モ
チ
ー
フ
に
展
開
し
ま
す
。



−118−

「
聖
書
に
見
る
偉
い
人
と
は
ど
う
い
う
人
か
？
」

教
養
学
部
准
教
授　

大　

澤　

史　

伸

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
八
章
一
節
～
五
節

1
そ
の
と
き
、
弟で

子し

た
ち
が
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
に
来き

て
、「
い
っ
た
い
だ
れ
が
、
天て
ん

の
国く
に

で
い
ち
ば
ん
偉え
ら

い
の
で
し
ょ
う
か
」と
言い

っ
た
。

2
そ
こ
で
、イ
エ
ス
は
一ひ
と

人り

の
子こ

供ど
も

を
呼よ

び
寄よ

せ
、彼か
れ

ら
の
中な
か

に
立た

た
せ
て
、

3
言い

わ
れ
た
。「
は
っ
き
り
言い

っ
て
お
く
。
心
こ
こ
ろ
を
入い

れ
替か

え
て
子こ

供ど
も

の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
決け
っ

し
て
天て
ん

の
国く
に

に
入は
い

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4
自じ

分ぶ
ん

を
低ひ
く

く
し
て
、
こ
の
子こ

供ど
も

の
よ
う
に
な
る
人ひ
と

が
、
天て
ん

の
国く
に

で
い

ち
ば
ん
偉え
ら

い
の
だ
。

5
わ
た
し
の
名な

の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
一ひ
と

人り

の
子こ

供ど
も

を
受う

け
入い

れ
る
者も
の

は
、
わ
た
し

を
受う

け
入い

れ
る
の
で
あ
る
。」

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
教
養
学
部
地
域
構
想
学
科
の
教
員
で
大
澤
史
伸
と
言
い
ま
す
。
大
学
で
は
、

「
社
会
福
祉
論
」、「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
論
」
等
を
教
え
て
い
ま
す
。
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夏
休
み
に
、
私
は
、
韓
国
と
長
崎
県
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
行
っ
て
み
て
分
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
韓
国
と
長

崎
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
韓

国
は
主
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
長
崎
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
多
い
で
す
。
い
ず
れ
も
素
晴
ら
し
い
教
会
堂
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
韓
国
、
長
崎
と
も
キ
リ
ス
ト
教
が
広
が
る
ま
で
は
本
当
に
厳
し
い
戦
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。

韓
国
は
、
日
本
軍
に
よ
る
迫
害
、
長
崎
は
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
徳
川
幕
府
、
そ
し
て
、
明
治
の
初
め
ま
で
当
時
の

支
配
者
た
ち
か
ら
迫
害
を
受
け
、
多
く
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト

教
は
な
く
な
る
こ
と
な
く
、広
が
っ
て
い
っ
た
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、今
日
の
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
、

「
聖
書
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
多
く
の
偉
い
人
」
の
存
在
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
今

日
は
、
聖
書
に
見
る
偉
い
人
と
は
ど
う
い
う
人
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
共
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

聖
書
に
見
る
偉
い
人
と
は
、
第
一
に
、
謙
遜
で
あ
る
こ
と
で
す
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
八
章
一
節
か
ら
五

節
ま
で
を
お
読
み
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
弟
子
た
ち
が
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
に
来
て
、「
い
っ
た
い
だ
れ
が
、
天
の
国

で
い
ち
ば
ん
え
ら
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
一
人
の
子
供
を
呼
び
寄
せ
、
彼
ら
の
中

に
立
た
せ
て
、
言
わ
れ
た
。「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
心
を
入
れ
替
え
て
子
供
の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
決
し

て
天
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
を
低
く
し
て
、
こ
の
子
供
の
よ
う
に
な
る
人
が
、
天
の
国
で
い
ち
ば

ん
偉
い
の
だ
。
わ
た
し
の
名
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
一
人
の
子
供
を
受
け
入
れ
る
者
は
、
わ
た
し
を
受
け
入
れ
る
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の
で
あ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。

イ
エ
ス
様
は
、
子
供
の
よ
う
に
な
る
こ
と
」
が
大
切
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。「
子
供
の
よ
う
に
な
る
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
一
八
章
四
節
で
は
、「
自
分
を
低
く
し
て
、
こ
の
子
供
の
よ
う
に
な
る
人
が
、
天
の

国
で
い
ち
ば
ん
偉
い
の
だ
。」
と
あ
り
ま
す
。「
自
分
を
低
く
す
る
」
つ
ま
り
、
謙
遜
に
な
る
こ
と
で
す
。

弟
子
た
ち
の
「
天
の
国
で
一
番
偉
い
の
は
ど
う
い
う
人
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、
自
分
の
地

位
や
お
金
で
は
天
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
で
子
供
が
置
か
れ
て
い
た
無
力
で
無
価

値
な
者
と
い
う
立
場
に
身
を
置
く
も
の
に
天
の
国
は
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
謙
遜
な
人
は
、
無
価
値

に
見
え
る
者
を
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
生
き
方
を
す
る
人
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
、
人
を
つ
ま
ず
か
せ
な
い
こ
と
で
す
。
一
八
章
六
節
、
で
、「
し
か
し
、
わ
た
し
を
信
じ
る
こ
れ
ら
の
小

さ
な
者
の
1
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る
者
は
、
大
き
な
石
臼
を
首
に
懸
け
ら
れ
て
、
深
い
海
に
沈
め
ら
れ
る
方
が
ま
し

で
あ
る
。
世
は
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る
か
ら
不
幸
だ
。
つ
ま
ず
き
は
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
つ
ま
ず
き
を
も
た
ら

す
者
は
不
幸
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
人
生
で
つ
ま
ず
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
病

気
も
す
る
し
、
怪
我
も
し
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、
大
切
な
こ
と
は
、
今
、

私
た
ち
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
心
の
中
で
祈
る
こ
と
で
す
。
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
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神
様
を
計
算
に
入
れ
た
人
生
を
送
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
人
で
も
つ
ま
ず
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
た
、
新
し
い
第
一
歩
を
踏
み
出
せ
ば
よ
い
の
で
す
。
イ
エ
ス
は
こ
こ
で
私

た
ち
に
つ
ま
ず
い
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る
こ
と
は
い
け
な
い
と
、
か
な
り
厳
し
い
言
葉
で
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
も
う
一
度
、
七
節
を
お
読
み
し
ま
す
。「
世
は
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る
か
ら
不
幸
だ
。
つ
ま
ず
き
は
避
け
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
つ
ま
ず
き
を
も
た
ら
す
者
は
不
幸
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
続
け
て
、
八
節
で
は
、「
も

し
片
方
の
手
が
あ
な
た
を
つ
ま
ず
か
せ
る
な
ら
、
そ
れ
を
切
っ
て
捨
て
て
し
ま
い
な
さ
い
。
両
手
両
足
が
そ
ろ
っ

た
ま
ま
永
遠
の
火
に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
り
は
、片
手
片
足
に
な
っ
て
も
命
に
あ
ず
か
る
方
が
よ
い
。」
と
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
人
を
つ
ま
ず
か
せ
な
い
配
慮
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
が
あ

り
ま
せ
ん
。

第
三
に
、
一
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
す
。
一
八
章
十
節
か
ら
は
有
名
な
「
迷
い
出
た
羊
」
の
た
と
え
話
が
出

て
き
ま
す
。
12
節
で
こ
う
あ
り
ま
す
。「
あ
な
た
が
た
は
ど
う
思
う
か
。
あ
る
人
が
羊
を
百
匹
持
っ
て
い
て
、
そ
の

一
匹
が
迷
い
出
た
と
す
れ
ば
、
九
九
匹
を
山
に
残
し
て
お
い
て
、
迷
い
出
た
1
匹
を
捜
し
に
行
か
な
い
だ
ろ
う
か
。」

こ
れ
は
、
イ
エ
ス
様
か
ら
私
た
ち
へ
の
質
問
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
99
匹
の
羊
飼
い
に
従
っ
た
あ
る
意
味
「
ま

と
も
な
羊
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
羊
飼
い
に
従
わ
な
か
っ
た
「
ま
と
も
で
な
い
羊
」
一
匹
の
た
め
に
、
自
分
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の
時
間
と
労
力
を
使
う
で
し
ょ
う
か
？

私
の
場
合
で
言
う
な
ら
ば
、
大
澤
ゼ
ミ
は
学
生
が
十
名
い
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の
言

う
こ
と
を
良
く
聞
く
優
秀
な
生
徒
九
人
を
残
し
て
、
私
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
で
好
き
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
し

て
い
る
生
徒
一
人
の
た
め
に
私
の
持
っ
て
い
る
時
間
と
能
力
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
考
え
る
と
、
す
ぐ

に
は
「
は
い
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
多
分
、イ
エ
ス
様
に
聞
か
れ
た
ら
、私
は
す
ぐ
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
、

即
答
を
避
け
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
教
員
に
な
る
前
に
、
知
的
障
害
の
子
供
の
施
設
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
知
的
障
害
と

い
う
枠
の
中
で
一
緒
な
の
で
は
な
く
て
、
一
人
ひ
と
り
み
ん
な
違
い
、
本
当
に
個
性
的
な
魅
力
の
あ
る
子
供
た
ち

で
し
た
。
一
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
は
聖
書
の
中
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
社
会

福
祉
や
医
療
、
教
育
現
場
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

最
後
に
こ
ん
な
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
に
影
響
を
一
番
与
え
た
人
と
言
え
ば
、
小
学
校
五
年

生
の
時
の
担
任
の
栗
田
と
し
子
先
生
で
す
。
私
は
、
小
学
校
一
年
生
の
時
に
両
親
が
離
婚
を
し
て
、
母
親
と
二
人

で
東
京
江
戸
川
区
小
岩
の
風
呂
な
し
、
共
同
ト
イ
レ
の
四
畳
半
一
間
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
い
つ
も
一
人
で
母
親

が
帰
っ
て
く
る
の
を
ア
パ
ー
ト
で
ポ
ツ
ン
と
待
っ
て
い
ま
し
た
。
勉
強
は
全
く
や
ら
ず
に
ク
ラ
ス
で
下
か
ら
数
え

た
方
が
早
い
よ
う
な
成
績
で
し
た
。
不
思
議
な
も
の
で
全
く
勉
強
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ビ
リ
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
ま
だ
自
分
よ
り
下
が
い
る
と
安
心
し
て
ま
す
ま
す
勉
強
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

小
学
校
一
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
の
担
任
の
先
生
は
私
の
こ
と
を
馬
鹿
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
親
子

面
談
で
母
親
が
泣
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
し
た
。
で
も
、
栗
田
先
生
は
違
い
ま
し
た
。
私
の
こ
と
を
良

く
ほ
め
て
く
れ
ま
し
た
。
絵
を
描
く
と
み
ん
な
の
前
で
ほ
め
て
く
れ
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
で
ヒ
ッ
ト
を
打
つ
と
飛
び

上
が
っ
て
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
良
く
怒
ら
れ
も
し
ま
し
た
。
で
も
、
起
こ
る
前
に
栗
田
先
生
は
私

に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。「
大
澤
君
の
や
っ
た
こ
と
は
正
し
い
と
思
う
？
」も
ち
ろ
ん
、正
し
く
な
い
こ
と
は
分
か
っ

て
や
っ
て
い
た
の
で
、「
う
う
ん
」
と
言
う
と
、
思
い
っ
き
り
叩
か
れ
ま
し
た
。

栗
田
先
生
は
、
聖
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
聖
書
で
言
う
と
こ
ろ

の
「
偉
い
人
」
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
ど
ん
な
く
だ
ら
な
い
こ
と
を
質
問
し
て
も
馬
鹿
に
し
た
り
せ

ず
、
き
ち
ん
と
答
え
て
く
れ
る
よ
う
な
謙
遜
な
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
私
を
つ
ま
ず
か
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
私
が
、
今
、
大
学
教
員
を
し
て
い
る
の
は
栗
田
先
生
の
影
響
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
そ
し
て
、
ク

ラ
ス
か
ら
は
み
出
た
私
と
い
う
一
人
を
大
切
に
し
て
く
れ
た
こ
と
、
で
す
。

私
た
ち
も
ま
た
、
今
日
の
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
謙
遜
で
あ
る
こ
と
、
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
、

一
人
を
大
切
に
す
る
よ
う
な
日
々
の
生
活
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。
あ
な
た
の
た
め
に
お
祈
り
を
い
た
し
ま
す
。
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brethren in need keep asking us for help, and we have to be 

thankful for being able to offer our help.

Illustration taken from the homepage of the Lutheran Church 

at Breitenbrunn in Germany

（http://kirche-breitenbrunn.de/geschichte/450-jahre/

christustrager）
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confident that the job of carrying a child is not difficult at all. 

He certainly has carried much heavier people. But this time, 

when he starts crossing the river with the small load on his 

shoulders, he almost looses his power. Why? It is a double load: 

not only the child, but also the responsibility for a save future 

(symbolized by the ball=world in the child's right hand). Any 

political leader will tell you, how tough it is to make decisions 

for a whole nation. By himself he will not be able to achieve 

a positive result. He depends on strong support from others. 

Christians know that helping people in need can be simple 

and a matter of routine. But realizing that it is impossible to 

do away with human suffering may change our attitude: from 

confidence to despair, from strength to weakness. And that 

is the point: If we rely on our own strength, we may stumble 

or even break down. Trying to follow the teachings given by 

Christ may cause harm to us, unless we realize that we need 

spiritual support to carry on and on and on. 

Going back to the illustration: Of course we see the strong man 

with the young child on his back.   But we should look behind 

the apparent picture. Isn't it the child that is carrying the man? 

That does sound paradoxical, doesn't it? 

For me this is a Christian message: With the help from above 

we can shoulder the most difficult - and the seemingly very 

easy - job. No matter how light or heavy, our own strength is 

not enough. We should humbly ask for help from God. Our 
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from my life, when I had finished Senior High School and was 

working in the USA. I was doing some kind of social work: 

collecting, sorting and then shipping used clothing to places 

which had experienced natural disasters. These people had lost 

everything and were in need of basic support. While we were 

checking the donations given to us there was always a radio 

playing in the warehouse. And one day I heard the song "He 

ain't heavy, he's my brother." Maybe it was the original version 

by the pop group "The Hollies", or maybe it was the cover 

version by Neil Diamond. Instantly there was a connection in 

my mind about the hit song and the legend of St. Christopher. 

It made a big impression on me and if you are interested in 

soft rock music, you may find this song through the internet.  

They put the words of Paul to a group of people in central 

Turkey into a new context - not plain Christian, but rather 

humanitarian. And these words add something worth thinking 

about. Not just a fuzzy slogan like "Yes, we can!"

Later in life I saw many pictures of boys or girls carrying a 

not so little brother or sister on their back. Mostly these kids 

looked poor, but they had a smile on their face. The respective 

photographer may want to remind us of the message taught to 

Christopher.

Thinking again about the original story concerning Christopher 

a paradox started puzzling me: The strong man must be 
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One day a small child called on him. Dutifully the big man 

put the child on his shoulders and started to step into the 

water. Little by little the boy's weight seemed to become 

heavier and heavier. Christopher now thought that he could 

not reach the other side of the river. He made it, barely, 

and told the child that it felt like he had been carrying the 

whole world on his shoulders. To this the child replied: "As a 

matter of fact, you have done just that. I am Jesus Christ and 

I carry the whole world, so you carried me and the whole 

world at the same time." From that time on he used the name 

"Christopher" which in the Greek language has the meaning 

"Christ-bearer". Because he did not want to give up his 

Christian faith he was killed and became a martyr, a saint by 

Christian standards.

　　Legends and fairytales often try to put an important 

message into a simple story so everyone can easily understand 

its meaning or even several meanings. What could be the 

message of this legend? The most simple explanation is using 

the image of St. Christopher as a lucky charm. This is what you 

can see in key holders bearing his image. Travelers use it to 

ensure safe passage during a dangerous trip.

　　Maybe I should start my own explanation with an episode 
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The load on our shoulders

教養学部教授　Frieder Sondermann
（ゾンダーマン  フリーダー）

　　Have you ever heard the legend about a man named Saint 

Christopher? I want to present some information regarding him 

and tell you how this story is connected to the text from the 

Bible（Paul's letter to the Galatians 6:1-5）. We do not know 

much about Christopher as far as historical facts are concerned. 

He may have lived more than 1700 years ago in what is now 

northern Africa and may have died in southern Turkey. 

 

　But there are several stories which describe how this 

very strong and proud man (initially named Reprobus) only 

wanted to serve the mightiest person on earth. He rejected 

a king, then the devil, and finally found out through the 

teaching of a hermit that Jesus Christ was the strongest; and 

the best way to serve Christ was to carry people across a 

dangerous river. So this is what this big man did from now 

on.
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「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
」総

務
部
長　

日　

野　
　
　

哲

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
二
四
章
五
〇
節
～
五
一
節

50
イ
エ
ス
は
、
そ
こ
か
ら
彼か
れ

ら
を
ベ
タ
ニ
ア
の
辺あ
た

り
ま
で
連つ

れ
て
行い

き
、
手て

を
上
げ
て
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

さ
れ
た
。

51
そ
し
て
、
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

し
な
が
ら
彼か
れ

ら
を
離は
な

れ
、
天て
ん

に
上あ

げ
ら
れ
た
。

パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
荘
厳
な
音
色
に
導
か
れ
て
こ
の
礼
拝
堂
に
入
り
、
席
に
座
っ
て
見
上
げ
る
と
、
正
面
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
目
に
入
り
ま
す
。

こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
の
死
か
ら
復
活
し
、
十
一
人

の
弟
子
た
ち
に
最
後
の
祝
福
を
与
え
な
が
ら
昇
天
す
る
情
景
を
描
い
た
も
の
で
す
。

皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂
の
正
面
に
も
大
き
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
、
そ
し
て
昇
天
の
三
つ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
土
樋
の
礼
拝
堂
の
ス
テ
ン
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ド
グ
ラ
ス
と
の
違
い
の
一
つ
は
、
十
字
架
の
傷
跡
が
ど
こ
に
印
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
泉
キ
ャ

ン
パ
ス
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
は
、
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
両
手
と
両
足
、
そ
し
て
十
字
架
上
で
兵
士
の
槍
で
突

き
刺
さ
れ
た
わ
き
腹
の
合
計
５
箇
所
に
赤
い
ガ
ラ
ス
が
配
色
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
上
に
あ
る
昇
天
の
場
面

に
は
赤
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
か
ら
は
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
昇
天
す
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
手
と

足
に
十
字
架
に
釘
付
け
ら
れ
た
真
っ
赤
な
傷
跡
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
製
作
さ
れ
た
方
の
意
図
、
あ
る

い
は
信
仰
に
よ
っ
て
も
異
な
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
傷
跡
を
手
と
足
に
残
さ

れ
た
ま
ま
、
天
の
父
な
る
神
の
も
と
に
昇
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
、
と
て
も
大
切
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
礼
拝
で
よ
く
こ
ん
な
言
葉
を
聴
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
の
罪

の
身
代
わ
り
と
し
て
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
。」
と
い
う
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち

は
相
変
わ
ら
ず
罪
を
犯
し
続
け
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
罪
の
な
い
者
と
み
な
さ
れ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ

ま
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
付
け
ら
れ
た
証
拠
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
手
と
足
に
残
さ
れ
て

い
る
釘
の
傷
跡
で
す
。
や
が
て
、
私
た
ち
も
死
ん
で
天
に
上
げ
ら
れ
、
神
様
の
前
に
立
た
さ
れ
る
と
聖
書
は
告
げ
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て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
す
べ
て
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
前
で
申
し
開
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
て
も
恐
ろ

し
い
瞬
間
で
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
手
と
足
の
傷
跡
を
神
様
に
見
せ
な
が
ら
、
こ
う
言
わ
れ

る
の
で
す
。「
私
は
こ
の
人
の
罪
の
身
代
わ
り
と
し
て
十
字
架
に
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
は
こ
れ
で
す
。
で

す
か
ら
、
こ
の
人
に
は
も
う
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
は
既
に
清
い
者
と
さ
れ
て
い
ま
す
。」　

こ
れ
こ
そ
、
私

た
ち
の
希
望
の
源
で
あ
り
、
慰
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
下
の
方
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
何
や
ら
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
刻
ま
れ
て

い
る
の
は
、
英
語
に
よ
る
聖
書
の
言
葉
で
、
先
ほ
ど
お
読
み
し
た
聖
書
の
箇
所
の
後
半
の
部
分
で
す
。
即
ち
、
彼

は
「
祝
福
し
な
が
ら
彼
ら
を
離
れ
、
天
に
上
げ
ら
れ
た
。」
と
い
う
言
葉
で
す
。
私
は
、
こ
の
言
葉
を
読
み
、
そ

し
て
手
を
挙
げ
て
弟
子
た
ち
を
祝
福
し
て
お
ら
れ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
見
上
げ
る
と
、
と
て
も
嬉
し
く
な
り
、

慰
め
を
受
け
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
弟
子
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
今
で
も
私
た
ち
を

祝
福
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
で
は
、
私
た
ち
に
は
祝
福
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
な
資
格
が
本
当
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
聖
書
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。「
私
の
目
に
あ
な
た
は
高
価
で
尊
い
。
私
は
あ
な
た
を
愛
し

て
い
る
。」
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
、「
私
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
立
て
た
計
画
を
よ
く
心
に
留

め
て
い
る
。
そ
れ
は
平
和
の
計
画
で
あ
っ
て
、
災
い
の
計
画
で
は
な
い
。
将
来
と
希
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。」
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い
ず
れ
も
旧
約
聖
書
の
言
葉
で
す
が
、
つ
ま
り
、
神
様
の
目
か
ら
見
る
と
、
私
た
ち
は
価
値
の
あ
る
存
在
で
あ
り
、

神
様
は
私
た
ち
の
た
め
に
立
て
た
将
来
と
希
望
を
与
え
る
計
画
を
い
つ
も
心
に
留
め
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
長
い
困
難
な
時
代
を
経
て
、
多
く
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
今
日
ま
で
大
切

に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
礼
拝
堂
が
完
成
し
た
の
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）、
も
ち
ろ
ん
こ
の
イ
ギ
リ
ス
製
の

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
同
時
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
既
に
八
十
年
以
上
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
完
成
し
て
間
も
な
く
始
ま
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
は
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
当
時
の
世
相
か
ら

す
る
と
あ
ま
り
に
も
色
鮮
や
か
過
ぎ
る
と
い
う
理
由
か
ら
板
で
覆
わ
れ
、
白
い
布
が
張
ら
れ
、
そ
の
上
に
日
章
旗

（
日
の
丸
）
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
年
七
月
の
仙
台
空
襲
で
は
、
東
北
学
院
の
主
な
施
設
が
ほ

と
ん
ど
焼
け
て
し
ま
う
中
、
幸
い
こ
の
礼
拝
堂
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
破
壊
か
ら
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
昭
和
四
十
年
代
の
学
園
紛
争
で
火
炎
瓶
や
投
石
が
飛
び
交
う
中
も
、
ま
た
昭
和
五
十
三
年
の
宮
城

県
沖
地
震
で
も
、
そ
し
て
あ
の
三
年
前
の
東
日
本
大
震
災
で
も
、
不
思
議
と
守
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
今
年
（
二
〇
一
四
年
）
十
二
月
十
九
日
、
こ
の
礼
拝
堂
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
正
面
の
本
館
と
左
の
旧
図

書
館
と
共
に
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
は
、
在
学
中
、
礼
拝
の
た
び
ご
と
に
是
非
こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
見
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
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ま
す
。
そ
し
て
、
卒
業
後
は
、
ぜ
ひ
こ
れ
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

先
ほ
ど
私
た
ち
は
繰
り
返
し
歌
い
ま
し
た
、「
天
の
力
に
癒
し
得
ぬ
悲
し
み
は
、
地
に
あ
ら
じ
」（
讃
美
歌

三
九
九
番
）。
即
ち
「
天
の
神
様
の
力
で
、
癒
す
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
み
な
ど
、
こ
の
地
上
に
は
一
切
な
い
」
と

い
う
賛
美
で
あ
り
、
告
白
で
す
。

私
た
ち
を
価
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
認
め
、
私
た
ち
に
将
来
と
希
望
を
与
え
る
計
画
を
お
立
て
に
な
り
、
い
つ

も
祝
福
を
も
っ
て
私
た
ち
を
導
き
、
慰
め
を
与
え
て
お
ら
れ
る
お
方
を
、
ど
ん
な
時
も
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

東
北
学
院
大
学
で
は
、
前
・
後
期
合
わ
せ
三
十
週
の
講
義
期
間
中
、
土
樋
、
泉
、
多
賀
城
の
三
つ
の
キ
ャ
ン
パ

ス
で
、
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
毎
日
、
第
一
時
限
目
と
二
時
限
目
を
挟
む
時
間
帯
に
大
学
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
大
学
の
三
つ
の
寄
宿
舎
で
も
、
週
に
一
度
、
夕
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
の
御
言
葉
の
説

教
に
よ
る
礼
拝
以
外
に
も
、
音
楽
礼
拝
や
英
語
礼
拝
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
教
集
は
、
本
学
に
お
け

る
そ
う
し
た
様
々
な
、
ま
た
数
多
く
の
礼
拝
の
機
会
に
語
ら
れ
た
説
教
を
編
集
し
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
『
大
学

礼
拝
説
教
集
』
第
十
九
号
を
皆
様
に
お
届
け
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
、
そ
し
て
、
説
教
原
稿
を
寄
稿
し
て
い

た
だ
い
た
お
一
人
お
ひ
と
り
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

今
回
の
表
紙
は
、
東
北
学
院
の
院
長
室
に
飾
ら
れ
て
い
る
絵
画
「
わ
れ
ら
が
学
舎
、
東
北
学
院
」
で
す
。
わ
た

し
は
今
回
は
じ
め
て
こ
の
絵
を
見
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
多
く
の
方
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
絵
を
描
か

れ
た
東
北
学
院
中
・
高
の
元
美
術
教
師
の
小
山
喜
三
郎
様
か
ら
、
こ
の
絵
の
制
作
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
書
い
て

く
だ
さ
っ
た
文
章
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
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「
わ
れ
ら
が
学
舎
、
東
北
学
院
」
に
つ
い
て

私
は
昭
和
三
十
三
年
か
ら
三
十
九
年
ま
で
、
中
高
の
美
術
教
師
で
あ
っ
た
。
今
、
当
時
を
回
想
し
感
慨
し

き
り
で
あ
る
。

ジ
ー
プ
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
の
月
浦
校
長
先
生
は
、
縦
横
無
尽
の
活
躍
で
信
望
を
集
め
て
お
ら
れ
、
先

生
方
も
多
士
済
済
の
英
才
揃
い
で
あ
っ
た
。
生
徒
達
は
純
真
で
愉
快
で
、
い
か
に
も
高
校
生
ら
し
い
ス
ク
ー

ル
ラ
イ
フ
を
楽
し
ん
で
い
た
。
教
育
の
原
点
が
明
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
薔
薇
色
の
青
春
の
一
刻
を

す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
で
一
杯
で
あ
る
。

○
制
作
に
あ
た
っ
て

南
町
大
火
で
消
失
し
再
建
さ
れ
た
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
東
二
番
丁
の
都
市
計
画
道
路
拡
張
で
一
部
と
り

壊
さ
れ
、
本
年
春
に
新
校
舎
移
転
で
姿
を
消
し
た
往
年
の
威
容
を
大
切
に
し
た
。
時
代
考
証
の
資
料
を
集
め
、

美
術
部
員
だ
っ
た
教
え
子
の
意
見
や
記
憶
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
構
想
を
練
っ
た
。

○
制
作
意
図

外
国
の
多
く
の
信
者
の
善
意
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
戦
時
中
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
卒
業
生
の
想
い
出

が
凝
縮
し
た
建
物
で
あ
る
。
左
右
対
称
の
ゴ
シ
ッ
ク
式
建
築
の
勇
姿
を
忠
実
に
描
く
一
方
、
学
院
の
校
地
の

中
で
最
も
象
徴
的
な
「
さ
い
か
ち
の
木
」（
昭
和
三
十
四
年
老
衰
の
た
め
台
風
で
倒
木
）
を
全
盛
期
の
樹
勢
で

再
現
し
、
校
舎
の
脇
役
と
し
て
強
調
し
た
。
又
、
学
院
の
未
来
へ
発
展
す
る
こ
と
を
祈
り
、
陽
光
と
影
を
強

調
す
る
。
空
に
豊
旗
雲
を
描
き
希
望
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日

小
山
喜
三
郎
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こ
の
絵
画
の
建
物
は
あ
い
に
く
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
存
す
る
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
本
館
、
礼
拝
堂
、
そ

し
て
大
学
院
棟
が
三
位
一
体
で
、文
化
庁
よ
り
登
録
有
形
文
化
財
登
録
さ
れ
、そ
の
プ
レ
ー
ト
も
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

本
学
の
歴
史
と
伝
統
の
根
幹
に
あ
る
「
建
学
の
精
神
」
の
証
と
し
て
、
説
教
は
昔
も
今
も
こ
れ
か
ら
も
語
り
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。

今
年
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
発
生
直
後
に
入
学
し
た
学
生
た
ち
が
、
今
春
卒
業
し
、
社
会
へ
巣
立
っ
て
い
き
ま

し
た
。
学
生
時
代
に
本
学
で
触
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
が
、
こ
れ
か
ら
の
彼
ら
の
人
生
に
お
い
て
こ
そ
豊
か
な

実
を
結
ぶ
こ
と
を
願
う
と
共
に
、
本
学
が
被
災
地
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
大
学
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
礼
拝
を
と
お
し

て
福
音
を
証
し
、
学
生
た
ち
に
真
の
希
望
と
慰
め
を
伝
え
る
働
き
が
で
き
る
よ
う
、
神
の
支
え
と
導
き
を
祈
り
願

う
ば
か
り
で
す
。



表紙の絵について

　この絵は、東二番丁にあった東北学院中学校・高等学校の昭和
30 年代ころの様子を、当時の美術教師であった小山喜三郎画伯
（元宮城県芸術協会理事長）に直接お願いして制作していただいた
ものです。
　描かれている校舎は、1919年３月の仙台大火で全焼した東北学
院東二番丁普通科校舎にかわり、第２代シュネーダ院長が心血を
そそいで 1922 年に建築した赤レンガの校舎です。 この正面入口
の真上に建学の精神をあらわす「LIFE LIGHT LOVE」が刻まれてい
ました。 太平洋戦争末期の 1945 年７月10日の仙台大空襲で内
部が全焼しましたが、外壁が残ったのを修復して長期間使用されま
した。 私もここで６年間学びました。 絵の中央にみえる大きな木は
「さいかちの木」です。 グラウンドの中央にあってサッカーなどの邪
魔になりましたが、生徒たちに愛されていました。 1959 年秋の伊
勢湾台風によってこの老木は倒壊してしまいました。 この絵の持つ
東二番丁校舎の雰囲気は多くの学院ボーイの郷愁を誘うことでしょ
う。2004 年に私が学長に就任してすぐに依頼し、旧美術部員らの
協力を得て、小山喜三郎画伯が 14か月をかけて制作してください
ました。 ８年間は学長室に、そして現在は院長室に飾っています。 
2014 年 10月に正式に学校法人東北学院に寄贈しました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（院長　星宮　望）
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